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1 開会の挨拶

み
な
さ
ま
︑
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
国
立
国
語
研
究
所
所
長
の
影
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
三
月
十
日
。
明
日
三
月
十
一

日
は
︑
あ
の
未
曾
有
の
大
災
害
が
起
こ
っ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
年
目
に
当
た
り
ま
す
が
︑
被
災
地
の
復
興
は
ま
だ
途
上
で
ご
ざ
い
ま

す
。
私
た
ち
は
︑
今
日
こ
の
よ
う
な
楽
し
い
講
演
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
を
幸
せ
に
感
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
︑
大
学
共
同
利
用
機
関
に
な
っ
て
か
ら
国
立
国
語
研
究
所
は
年
に
一
︑二
度
︑
一
般
市
民
の
た
め
の
公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

し
て
い
ま
し
て
︑
今
回
が
六
回
目
と
な
り
ま
す
。
本
日
の
テ
ー
マ
は﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂

と
い
う
こ
と
で
︑
お
そ
ら
く
こ
う
い
う
機
会
で
な
け
れ
ば
決
し
て
顔
を
会
わ
せ
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
五
人
の
多
彩

な
講
師
を
特
別
に
ご
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
講
演
の
順
番
で
ご
紹
介
し
ま
す
と
︑
ま
ず
︑
N
H
K
テ
レ
ビ
の
英
会
話
で
ご
活
躍
の
鳥

飼
玖
美
子
さ
ん
。
鳥
飼
さ
ん
は
︑
英
語
教
育
や
異
文
化
理
解
の
専
門
家
で
︑
国
際
共
通
語
と
し
て
の
英
語
や
日
本
の
小
学
校
に
お
け

る
英
語
教
育
に
関
し
て
も
多
数
の
著
書
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
が
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
に
︑

英
語
ご
専
門
の
鳥
飼
さ
ん
を
先
頭
に
持
っ
て
き
た
理
由
は
︑
あ
と
で
分
か
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
次
の
講
演
者
は
︑
国
語
研
の
日
本
語

教
育
研
究
・
情
報
セ
ン
タ
ー
長
の
迫
田
久
美
子
さ
ん
で
︑
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
研
究
一
筋
で
や
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
お
二
人
の
総
論
的
な
お
話
の
後
︑
十
五
分
の
休
憩
を
は
さ
ん
で
︑
後
半
は
よ
り
具
体
的
な
話
に
移
り
ま
す
。
今
回
︑
特
別
ゲ
ス

ト
と
し
て
お
二
人
の
外
国
出
身
の
方
を
お
招
き
し
て
い
ま
す
。
莫モ

ー　

邦バ
ン

富フ

さ
ん
は
中
国
出
身
の
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
兼
作
家
で
︑

中
国
語
の
入
門
や
日
中
両
国
の
相
互
理
解
な
ど
に
関
し
て
多
数
の
著
述
を
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
講
演
で
は
︑
ご
自
身
が
ど
の
よ
う

に
し
て
日
本
語
を
勉
強
さ
れ
た
か
と
い
う
お
話
が
聞
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
国
際
交
流
基
金
日
本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
所
長
の
西
原

鈴
子
さ
ん
は
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
専
門
家
で
︑
ア
メ
リ
カ
︑
日
本
︑
そ
の
他
の
国
々
で
日
本
語
教
育
を
実
践
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
し
て
︑
今
日
の
取
り
を
つ
と
め
て
い
た
だ
く
の
が
︑
テ
レ
ビ
等
で
お
馴
染
み
︑
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
さ
ん
。
カ
ー
ル
さ
ん

は
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
生
ま
れ
で
山
形
育
ち
︑
タ
レ
ン
ト
︑
翻
訳
家
︑
実
業
家
︑
評
論
家
︑
司
会
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
る
ほ

か
︑
山
形
弁
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
山
形
弁
研
究
家
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
講
師
を
と
り
ま
と
め
る
司
会
が

国
語
研
の
野
田
尚
史
さ
ん
。
野
田
さ
ん
は
日
本
語
文
法
お
よ
び
日
本
語
教
育
の
専
門
家
で
す
。

開
会
の
挨
拶	

国
立
国
語
研
究
所
所
長
　
影
山
太
郎
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お
そ
ら
く
皆
様
は
︑﹁
な
ん
と
ま
た
多
彩
な
メ
ン
バ
ー
だ
ろ
う
﹂︑﹁
い
っ
た
い
ま
た
︑
な
ん
で
こ
ん
な
取
り
合
わ
せ
？
﹂
と
お
思
い

の
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
多
彩
な
講
師
陣
に
な
っ
た
の
は
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
日
本
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

﹂

と
い
う
広
大
な
テ
ー
マ
を
で
き
る
だ
け
多
角
的
に
論
じ
合
い
た
い
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
今
日
の
話
の
展
開
は
︑
実
は

私
も
読
め
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
︑
お
そ
ら
く
︑
外
国
語
と
日
本
語
と
い
う
観
点
か
ら
迫
っ
て
い
く
も
の
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
︑
実
は
︑
日
本
人
同
士
の
日
本
語
の
会
話
で
も
︑
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
人
同
士
の
英

語
の
会
話
で
も
︑
常
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
最
近
︑
N
H
K
が
国
内
の
企
業
に
対
し
︑
社
員
の
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を

と
っ
た
と
こ
ろ
︑
多
く
の
企
業
人
が
︑﹁
上
司
と
部
下
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
て
い
な
い
﹂と
か﹁
新
入
社
員
は
︑
日
本
語
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
不
足
し
て
い
る
﹂と
か
い
っ
た
回
答
を
し
て
き
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
会
社
に
限
っ
た
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
ね
。
家
庭
の
中
で
も
︑
夫
婦
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
で
離
婚
が
起
こ
る
︑
あ
る
い
は
︑
親
と
子
供
の
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
で
学
校
で
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
と
い
う
よ
う
に
︑
日
本
人
の
間
で
も﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
﹂と
い
う
の

が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
こ
と
は
︑
お
そ
ら
く
ど
こ
の
国
で
も
︑
ど
の
言
語
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
で
す
。D

eborah Tannen

︵
デ
ボ
ラ
・
タ
ネ
ン
︶と

い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
言
語
学
者
が
︑
ア
メ
リ
カ
人
同
士
の
英
語
会
話
を
録
音
し
て
分
析
し
た
本
が
何
冊
か
出
て
い
ま
し
て
︑
ひ
と
つ

の
事
例
と
し
て
︑
こ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
人
同
士
の
夫
婦
。
夫
は
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
で
︑
会
社
で
は
と
て
も
よ
く
働
き
︑
社
内
で
の
会
話
や
︑
取
引
先
と
の
会
話
は

非
常
に
上
手
で
雄
弁
で
す
。
パ
ー
テ
ィ
の
席
で
も
︑
常
に
面
白
い
話
を
し
て
︑
み
ん
な
が
彼
の
そ
ば
に
寄
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
︑
こ

の
旦
那
さ
ん
︑
家
に
帰
る
と
一
変
し
ま
す
。
奥
さ
ん
が﹁
今
日
は
︑
会
社
︑
ど
う
だ
っ
た
？
﹂
と
聞
い
て
も
︑﹁
あ
ぁ
︑
疲
れ
た
。﹂
と

か﹁
大
変
だ
。﹂
と
か﹁
男
は
外
に
出
れ
ば
戦
場
だ
。﹂
と
い
う
だ
け
で
︑
面
白
い
話
は
全
然
し
ま
せ
ん
。
奥
さ
ん
は
︑
こ
の
亭
主
が
会

社
や
パ
ー
テ
ィ
で
は
話
し
上
手
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
︑
ど
う
し
て
家
で
は
こ
ん
な
に
ブ
ス
ッ
と
し
て
い
る
の
か
︑
私
の

こ
と
が
嫌
い
な
の
か
︑
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
人
の
話
で
す
よ
。
し
か
し
日
本
で
も
同
じ
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す

ね
え
。

こ
う
い
う
こ
と
の
起
こ
る
理
由
を
︑Tannen

は
次
の
よ
う
に
分
析
し
ま
し
た
。Tannen

に
よ
る
と
︑
一
般
に
男
性
と
い
う
の
は
︑

自
分
の
言
い
た
い
こ
と
だ
け
を
言
う
。
事
実
を
そ
の
ま
ま
語
る
の
が
言
語
だ
と
思
っ
て
い
る
。Tannen

は
︑
男
性
の
言
葉
遣
い
を

R
eport Talk

︵
レ
ポ
ー
ト
・
ト
ー
ク
︶と
名
付
け
ま
し
た
。
つ
ま
り
大
学
の
レ
ポ
ー
ト
の
よ
う
に
︑
事
実
や
自
分
の
知
っ
て
い
る
知
識

だ
け
を
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
︑
女
性
の
言
葉
遣
い
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
は﹁
女
三
人
寄
れ



3 開会の挨拶

ば
か
し
ま
し
い
﹂
と
言
い
ま
す
が
︑
英
語
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
︑T

hree w
om

en m
ake a m

arket

︵
女
三
人
寄
れ
ば
︑
市
場
の

よ
う
に
に
ぎ
や
か
だ
︶と
い
う
諺
が
あ
る
そ
う
で
す
。Tannen

に
よ
れ
ば
︑
決
し
て
︑
女
性
が
お
し
ゃ
べ
り
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
︑
女
性
が
し
ゃ
べ
る
目
的
が
︑
単
に
事
実
を
述
べ
る
だ
け
で
な
く
︑
話
し
相
手
と
親
密
な
関
係
を
持
つ
︑
話
を
す
る
こ
と
で
心
と

心
の
絆
を
強
く
す
る
︑
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
。
こ
れ
を
︑Tannen

はR
apport Talk

︵
ラ
ポ
ー
ト
・
ト
ー
ク
︶と
呼
び
ま
し
た
。

R
apport

と
は﹁
相
手
と
の
協
調
性
︑
信
頼
関
係
︑
つ
ま
り
絆
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
︑
女
性
同
士
が
常
に
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い

る
の
は
︑
話
の
中
身
そ
の
も
の
よ
り
︑
む
し
ろ
︑
相
手
と
の
関
係
︑
相
手
と
の
絆
を
深
め
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
︑com

m
unication

と
い
う
言
葉
は
︑
ラ
テ
ン
語
のcom

m
unicare

︵
分
か
ち
与
え
る
︶と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
い
ま
す
。

﹁
分
か
ち
与
え
る
﹂と
い
う
か
ら
に
は
︑﹁
何
を
﹂分
か
ち
与
え
る
の
か
と
い
う
中
身︵
コ
ン
テ
ン
ツ
︶と
︑﹁
ど
の
よ
う
に
分
か
ち
与
え

る
か
﹂
と
い
う
話
し
方
の
作
法
が
大
切
で
す
。Tannen

は
レ
ポ
ー
ト
・
ト
ー
ク
と
ラ
ポ
ー
ト
・
ト
ー
ク
の
違
い
を
︑
男
性
と
女
性
の

違
い
と
捉
え
た
の
で
す
が
︑
む
し
ろ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
身
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
作
法
の
違
い
と
捉
え
る
べ
き
で
し
ょ

う
。
話
す
中
身
と
︑
話
す
と
き
の
作
法︵
つ
ま
り
︑
敬
語
が
必
要
な
の
か
︑
た
め
口
で
も
良
い
の
か
と
い
っ
た
話
し
方
︶を
き
ち
ん
と

わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
︑
私
た
ち
の
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
も
︑
た
い
て
い
は
解
消
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
︑
英
語
が
世
界
共
通
の
言
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
︑
多
く
の
企
業
が
社
内
の
会
議
で
英

語
を
使
い
︑
小
学
校
で
も
英
語
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
︑
昨
今
で
は
︑
文
学
離
れ
︑
ア
ニ
メ
ブ
ー
ム
と
活
字
離

れ
︑
メ
ー
ル
や
ブ
ロ
グ
︑
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
人
工
的
な
原
因
に
よ
っ
て
︑
若
者
が
き
ち
ん
と
し
た
日
本
語
の
文
章
を
書
け
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
加
え
て
︑
世
界
各
地
か
ら
外
国
の
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
日
本
に
移
り
住
み
︑
そ
の
人
た
ち
は
︑
な
ん
と
か
日
本
語
を
勉
強

し
て
日
本
で
生
活
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
︑
十
年
後
︑
二
十
年
後
の
日
本
語
の
姿
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
の
講
演
会
は
︑﹁
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
は
な
ぜ
必
要
か
﹂と
い
う
副
題
が
付
い
て
い
ま
す
。﹁
な
ぜ
必
要
か
﹂と

い
う
疑
問
文
は
︑﹁
日
本
語
が
必
要
で
あ
る
﹂と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑
現
在
の
日
本
語
を
論
じ
る
と
い
う
こ

と
は
︑
結
局
︑
日
本
語
の
将
来
の
姿
を
論
じ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。

日
本
語
の
将
来
を
も
見
据
え
て
︑
私
た
ち
の
日
本
語
の
大
切
さ
︑
日
本
語
の
お
も
し
ろ
さ
︑
日
本
語
の
必
要
性
を
考
え
る
た
め
の

四
時
間
で
す
。
ど
う
ぞ
︑
最
後
ま
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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講　演

1

共
通
語
と
し
て
の
英
語
、
そ
し
て
日
本
語

立
教
大
学
特
任
教
授
・
N
H
K﹃
ニ
ュ
ー
ス
で
英
会
話
﹄
監
修
お
よ
び
テ
レ
ビ
講
師
　
鳥
飼
玖
美
子

皆
様
こ
ん
に
ち
は
。

本
日
は
三
十
分
と
い
う
短
い
時
間
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
英
語
の
視
点
か
ら
と

い
う
よ
り
言
語
の
視
点
か
ら
︑
少
し
日
本
語
を
外
側
か
ら
見
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。影

山
所
長
の
ご
挨
拶
に
も
あ
り
ま
し
た
が
︑
本
日
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
グ
ロ
ー

バ
ル
社
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
︑
そ
れ
と
私
の
話
が
ど
う
日
本
語
に
つ
な
が

る
か
は
︑
こ
れ
か
ら
三
十
分
お
聞
き
い
た
だ
け
る
と
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で
求
め
ら
れ
る
の
は
英
語
か

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
ま
す
と
︑
聞
き
飽
き
た
言
葉
で
︑
今
さ
ら
な

ん
な
の
だ
と
い
う
思
い
も
お
あ
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
世
界
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し

て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
の
な
か
で
日
本
は
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
︑

な
ん
と
い
っ
て
も
英
語
だ
︑
英
語
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑

国
を
あ
げ
て
︑
こ
の
二
十
年
来
︑
英
語
教
育
も
様
変
わ
り
し
ま
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
使
え
る
た
め
の
英
語
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
学

習
指
導
要
領
が
抜
本
的
に
変
わ
っ
て
も
う
二
十
年
た
ち
ま
す
。

そ
し
て
二
○
一
一
年
に
︑
政
府
は
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
推
進

す
べ
き
施
策
と
し
て
︑
新
し
い
提
言
を
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
の
大
き
な
柱
は
︑

英
語
力
で
す
。
こ
こ
ま
で
で
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
︑
あ
ら
た

め
て
政
府
は
い
っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
会
話
や
︑
海
外
旅
行
に
で
か
け
る

く
ら
い
の
英
語
は
︑
最
近
の
日
本
人
は
だ
い
た
い
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
し
か

し
︑
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
自
分
の
意
見
を
発
表
し
て
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
な
こ

と
は
︑
な
か
な
か
で
き
な
い
︑
そ
の
た
め
︑
も
っ
と
英
語
を
や
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
︑
ま
す
ま
す
英
語
教
育
に
力
が
い
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

こ
れ
は
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
世
界
の
共
通
語
は
︑

今
の
と
こ
ろ
は
英
語
で
す
。

共
通
語
と
し
て
の
英
語
の
現
状

た
ま
た
ま
二
日
前︵
三
月
八
日
︶に
早
稲
田
大
学
で
二
日
間
に
わ
た
っ
て﹃
国

際
共
通
語
と
し
て
の
英
語
に
つ
い
て
﹄と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
︑
外
国
か
ら
こ
ら
れ
た
研
究
者
が
次
の
よ
う
に
い
っ

て
い
ま
し
た
。﹁
こ
れ
ま
で
も
共
通
語
は
世
界
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ラ
テ
ン
語

だ
が
︑
そ
の
広
が
り
と
規
模
で
世
界
中
の
人
の
共
通
語
に
な
っ
て
い
る
英
語
は
か

つ
て
な
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
﹂
と
。
そ
れ
ほ
ど
英
語
は
普
遍
語
と
し
て
世
界
中
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
︑﹁
世
界
の
英
語
た
ち
﹂
と
日
本
語
で
は
い
い
ま
す
が
︑

英
語
で
は“W

orld E
nglishes”

。
そ
し
て
︑“E

nglish as a lingua franca” ﹁
共



5 講演1▶共通語としての英語、そして日本語

とりかい・くみこ
立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科教授（委員長）、東京大学大学院教
育学研究科客員教授などを経て現職。専門は、言語コミュニケーション論、通訳学、
翻訳学、英語教育学。
大阪万博、アポロ11号月面着陸など、国際舞台で活躍した同時通訳者として知られ
る。1971年～ 1992年までの約20年間、文化放送「百万人の英語」で講師を務めた。
国立国語研究所日本語教育研究・情報センター客員教授、日本通訳翻訳学会元会長、
国際文化学会理事、日本学術会議連携会員、文部科学省大学設置審議会委員等。
主な著書は『異文化をこえる英語』（丸善、1996年）、『歴史をかえた誤訳』（新潮社、
2001年）、『危うし !小学校英語』（文芸春秋社、2006年）、『通訳者と戦後日米外交』

（みすず書房、2007年）、『通訳学入門』（監訳、フランツ・ポェヒハッカー著、みすず
書房、2008年）、『翻訳学入門』（監訳、ジェレミー・マンデイ著、みすず書房、2009
年）、『「英語公用語」は何が問題か』（角川書店、2010年）、『国際共通語としての英語』

（講談社、2011年）、『異文化コミュニケーション学への招待』（編者代表、みすず書房、
2011年）、『英語の一貫教育へ向けて』（監修、東信堂、2012年）、『戦後史の中の英語
と私』（みすず書房、2013年）ほか。

通
語
と
し
て
の
英
語
﹂
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
も
は
や
そ
う
な
っ
て
い
ま

す
。
今
後
も
っ
と
そ
う
な
り
ま
す
。
現
在
︑
英
語
は
母
語
で
な
い
の
に
な
ん
ら
か

の
か
た
ち
で
使
っ
て
い
る
人
た
ち
は
十
六
億
人
ほ
ど
い
ま
す
が
︑
母
語
話
者
︑
ネ

イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
は
た
か
だ
か
四
億
人
で
す
。
英
語
は
母
語
で
は
な
い

が
︑
必
要
に
迫
ら
れ
て
使
う
人
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
共
通

語
と
し
て
の
英
語
の
実
態
で
す
。

そ
う
な
る
と
︑
英
語
自
体
が
最
近
は
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
し
︑
変
わ
っ
て
い

か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
︑
ネ
イ
テ
ィ
ブ
は
こ
う
い
う
ん
だ
と
か
︑
そ
れ
は

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
英
語
で
は
な
い
と
い
っ
て
も
始
ま
り
ま
せ
ん
。
世
界
の
多
く
の
国

の
人
た
ち
が
英
語
を
使
っ
て
い
る
以
上
︑
英
語
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
だ

け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
の
人
た
ち
の
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
観
点

に
立
つ
と
︑
発
音
や
リ
ズ
ム
な
ど
音
韻
面
で
も
相
当
な
違
い
が
出
て
き
つ
つ
あ
り

ま
す
。
文
法
面
で
も
︑
こ
れ
ま
で
誤
り
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
︑
み
ん
な
が
い
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
い
い
で
し
ょ
う
︑
通
じ
れ
ば
。
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
英
語
の
現
状
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
は
多
言
語
化
す
る

と
こ
ろ
で
︑
皮
肉
な
も
の
で
︑
英
語
さ
え
で
き
れ
ば
世
界
で
通
じ
る
の
か
と
い

う
と
︑
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

世
界
は
多
言
語
化
し
て
い
る
と
︑
私
は
見
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
︑
英
語
が
こ

れ
だ
け
普
遍
的
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
反
発
も
あ
り
ま
す
。
日
本
に
い

る
と
あ
ま
り
見
え
て
き
ま
せ
ん
が
︑
英
米
以
外
の
国
々
︑
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い

く
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
自
分
た
ち
の
言
語
を
大
事
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち

が
各
地
で
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
関
心
が
な
い
の
は
日
本
く
ら
い
で

す
。
例
外
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
英
語
が
こ
れ
だ
け
強
大
な
力
を
持
っ
て
世

界
を
席
巻
し
て
い
る
た
め
︑
こ
れ
に
飲
み
込
ま
れ
て
自
ら
の
言
語
が
奪
わ
れ
て
は

大
変
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
危
機
感
で
す
。
世
界
の
マ
イ
ナ
ー
言
語
を
守
ろ
う
と

す
る
動
き
は
逆
に
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
現
実
的
な
問
題
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
︑
人
々
が

自
由
に
国
境
を
越
え
て
動
き
回
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
人
間
が
動
く
と

き
も
あ
り
ま
す
し
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
し
て
情
報
が
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
に
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な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
特
に
人
間
が
移
動
す
る
頻
度
と
幅
の
広
さ
も
か
つ
て
な

い
ほ
ど
で
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
︑
私
が
専
門
に
し
て
お
り
ま
す
翻
訳
学
︑
通
訳

学
か
ら
い
う
と
︑
世
界
各
国
で
通
訳
者
︑
翻
訳
者
へ
の
需
要
が
か
つ
て
な
く
増
し

て
い
ま
す
。
以
前
は
︑
通
訳
と
い
う
と
︑
会
議
通
訳
で
し
た
。
今
日
の
よ
う
な
立

派
な
会
議
場
で
会
議
が
行
わ
れ
る
と
︑
た
と
え
ば
︑
私
が
日
本
語
で
話
を
す
る

と
︑
そ
れ
を
同
時
通
訳
者
が
︑
英
語
な
ら
英
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
な
ら
フ
ラ
ン
ス
語

に
同
時
通
訳
し
て
︑
そ
れ
を
聞
く
︑
と
い
う
会
議
通
訳
が
一
番
目
立
つ
存
在
で
し

た
。
し
か
し
︑
考
え
て
み
る
と
︑
そ
の
よ
う
な
会
議
に
出
席
す
る
人
は
ご
く
一
部

で
︑
し
か
も
エ
リ
ー
ト
で
す
。
多
く
が
専
門
分
野
を
共
有
し
て
い
ま
す
し
︑
そ
の

よ
う
な
人
た
ち
は
た
い
て
い
英
語
が
で
き
ま
す
の
で
︑
そ
れ
ほ
ど
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
支
障
を
き
た
し
ま
せ
ん
。

何
が
一
番
困
る
か
と
い
う
と
︑
世
界
の
人
た
ち
が
自
由
に
動
い
た
結
果
と
し

て
︑
日
常
生
活
の
場
で
自
分
の
言
語
が
通
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
が
動

い
て
い
っ
た
先
の
ホ
ス
ト
社
会
に
お
け
る
言
語
が
ま
だ
十
分
で
な
い
た
め
︑
い
わ

ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
通
訳
が
最
近
は
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
行
わ
れ

て
い
る
場
は
︑
と
き
ど
き
翻
訳
も
は
い
り
ま
す
が
︑
た
と
え
ば
︑
法
廷
や
医
療
︑

教
育
な
ど
︑
す
べ
て
日
常
の
場
で
す
。

司
法
通
訳
と
い
う
の
は
︑
た
と
え
ば
︑
道
を
歩
い
て
い
て
警
察
か
ら
職
務
質
問

を
さ
れ
て
も
ど
う
も
通
じ
な
い
た
め
︑
で
は
ち
ょ
っ
と
署
ま
で
き
て
く
だ
さ
い
と

い
っ
て
︑
あ
な
た
の
言
語
は
な
ん
で
す
か
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の
言
語
が
分
か
る

人
を
呼
ん
で
き
て
取
り
調
べ
の
通
訳
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ
が
司
法
通
訳
で

す
。
そ
し
て
︑
そ
の
人
が
起
訴
さ
れ
る
と
︑
裁
判
に
な
り
ま
す
。
法
廷
で
は
︑
誰

で
あ
っ
て
も
自
分
の
母
語
で
︑
自
分
の
こ
と
を
述
べ
る
︑
あ
る
い
は
証
言
す
る
こ

と
が
基
本
的
人
権
で
す
。
そ
の
た
め
︑
そ
の
人
が
話
す
言
語
の
法
廷
通
訳
者
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
最
近
︑
日
本
で
は
法
廷
に
お
け
る
通
訳
が
急
増
し
て
お
り
︑

数
十
カ
国
語
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が

も
た
ら
し
た
も
の
は
︑
英
語
と
い
う
言
語
の
普
遍
化
と
同
時
に
︑
世
界
各
国
で
通

訳
・
翻
訳
が
日
常
レ
ベ
ル
で
必
要
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。そ

の
証
拠
に
︑
三
年
に
一
度
︑﹁
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ン
ク
﹂ “C

ritical Link”

と
い
う
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
く
て
は
な
ら
な
い
リ
ン
ク
︑
つ
な

ぐ
も
の
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
国
際
会
議
で
す
。
そ
こ
で
は
︑
各
国
に
お
い
て
日

常
的
な
場
で
の
通
訳
に
携
わ
る
人
た
ち
が
︑
各
国
で
の
状
況
を
持
ち
寄
り
︑
課

題
な
ど
を
議
論
し
あ
い
ま
す
。
こ
れ
が
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
国
際
会
議
の
場

と
ど
う
違
う
か
と
い
う
と
︑
日
常
の
場
で
あ
っ
て
︑
し
か
も
医
療
に
し
て
も
法
廷

に
し
て
も
︑
そ
の
人
の
人
生
︑
命
に
か
か
わ
る
非
常
に
重
い
通
訳
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
︑
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
し
た
の
は
︑
世
界
の
多
言
語
化
だ
と
︑
私
は
あ
え
て
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
例
が
︑
日
本
で
す
。

東
日
本
大
震
災
で
表
出
し
た
言
語
問
題

日
本
は
同
質
な︵hom

ogeneous

︶社
会
だ
と
よ
く
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
幻
想

で
す
。
日
本
に
は
多
く
の
国
の
人
た
ち
が
は
い
っ
て
き
て
住
ん
で
い
ま
す
。
二
○

○
九
年
に
︑
日
本
に
正
規
に
入
国
し
た
外
国
人
は
七
五
八
万
人
い
ま
し
た
。
非
正

規
︑
ま
あ
違
法
に
は
い
っ
て
き
た
人
を
含
め
る
と
数
は
も
っ
と
多
い
は
ず
で
す
。

そ
し
て
︑
外
国
人
登
録
を
し
た
方
は
︑
二
○
○
九
年
に
は
二
百
十
八
万
人
︑
二
○

一
一
年
末
に
は
少
し
減
っ
て
二
百
七
万
八
千
人
ほ
ど
で
す
。
二
○
一
一
年
は
︑
阪

神
淡
路
大
震
災
の
あ
っ
た
一
九
九
五
年
の
五
割
増
し
で
す
。

東
日
本
大
震
災
で
は
多
言
語
社
会
の
現
実
が
表
出
し
ま
し
た
。
被
災
地
に
は

百
六
十
か
国
も
の
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
の
人
た
ち
も
被
災
し
ま
し
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た
。
マ
ス
コ
ミ
に
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
東
日
本
大
震
災
で

は
こ
の
百
六
十
か
国
か
ら
き
た
人
た
ち
も
大
変
な
思
い
を
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
︑
日
本
人
と
同
じ
よ
う
な
大
変
さ
に
加
え
て
︑
情
報
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
苦

労
が
あ
り
ま
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
が
す
ぐ
に
翻
訳
を
し
た
の
で
す
が
︑
英

語
に
翻
訳
す
る
だ
け
で
何
日
も
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
︑
英
語
か
ら

各
言
語
に
翻
訳
す
る
の
に
ま
た
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
し
か
も
︑
少
し
で
も

翻
訳
を
な
さ
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
︑
一
つ
の
言
語
か

ら
別
の
言
語
に
訳
す
と
き
︑
少
し
ズ
レ
が
で
ま
す
。
言
語
で
あ
る
以
上
︑
仕
方
の

な
い
こ
と
で
す
。
違
う
言
語
な
の
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
︑
英
語
な
ら
英
語
に

訳
し
た
も
の
を
違
う
言
語
︑
た
と
え
ば
︑
中
国
語
に
訳
す
と
︑
そ
こ
で
ま
た
ズ
レ

が
で
て
き
ま
す
。
と
い
う
こ
と
で
︑

多
言
語
の
翻
訳
が
い
か
に
大
変
な

こ
と
か
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
な
い
よ
り
は
良
い
の
で
す
が
︑

時
間
が
か
か
り
ま
す
し
︑
正
確
な

情
報
が
な
か
な
か
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

「
や
さ
し
い
日
本
語
」の
創
出

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑﹁
や
さ

し
い
日
本
語
﹂
を
準
備
し
て
お
こ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
︑
N
H
K
な
ど
は
災
害
の

ニ
ュ
ー
ス
は
ま
っ
さ
き
に
流
し
ま

す
が
︑
外
国
の
人
た
ち
に
聞
い
た

と
こ
ろ
︑
日
本
語
が
相
当
で
き
る

人
で
も
︑
N
H
K
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
も
︑
地
震
が
ど
れ
く
ら
い
か
︑
津
波
が

ど
う
な
の
か
わ
か
ら
な
い
と
。
私
た
ち
は
英
語
を
ず
う
っ
と
勉
強
し
て
い
ま
す
よ

ね
。
そ
し
て
︑
相
当
で
き
る
人
で
も
B
B
C
や
C
N
N
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て

わ
か
っ
て
︑
じ
ゃ
あ
こ
う
し
よ
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
あ
の

混
乱
で
気
も
動
転
し
て
い
る
な
か
で
︑
N
H
K
の
ニ
ュ
ー
ス
を
い
く
ら
聞
い
て
も

わ
か
ら
な
い
。

そ
の
反
省
に
基
づ
い
て
︑
N
H
K
も﹁
や
さ
し
い
日
本
語
﹂で
ニ
ュ
ー
ス
を
発

信
す
る
研
究
を
始
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
大
変
で
す
。
普
通
の
日
本
語
だ
と
頭

か
ら
ず
う
っ
と
聞
い
て
︑
最
後
に
重
要
な
情
報
が
き
ま
す
。
そ
れ
を
改
め
て
︑
大

事
な
情
報
を
最
初
に
も
っ
て
く
る
よ
う
に
し
て
︑
ど
う
で
も
よ
い
情
報
は
あ
と
に

も
っ
て
い
き
ま
す
。
と
に
か
く
︑
地
震
が
ど
の
く
ら
い
強
く
て
︑
今
逃
げ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
大
事
な
情
報
を
︑
や
さ
し
い
日
本
語
で
発
信

し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
︑
担
当
者
に
い
わ
せ
る
と
相
当
に
大
変
な
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
し

か
し
︑
日
本
に
こ
れ
だ
け
多
く
の
外
国
人
が
住
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
す

で
に
日
本
の
人
口
総
数
の
一・
七
％
を
超
え
て
い
ま
す
か
ら
︑
今
後
ま
す
ま
す
こ

の
よ
う
な
努
力
は
重
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
︑
介
護
の
現
場
を
見
て
も
︑
経
済
連
携
協
定
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や

フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
来
日
し
た
人
た
ち
が
看
護
師
と
し
て
勤
め
て
い
ま
す
。
こ
の
人

た
ち
は
︑
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
︑
日
本
の
国
家
試
験
を
受
け
て
看
護
師
の
資

格
を
取
得
し
て
︑
な
る
べ
く
日
本
で
看
護
師
と
し
て
働
き
た
い
と
い
う
希
望
を

持
っ
て
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
︑
介
護
の
現
場
で
も
評
判
が
大
変
よ
い

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
︑
ビ
ジ
ネ
ス
こ
そ
英
語
で
大
丈
夫
で
し
ょ
う
と
︑
日
本
人
は
思
い
が

ち
で
す
。
楽
天
だ
っ
て
英
語
︑
ユ
ニ
ク
ロ
だ
っ
て
英
語
を
公
用
語
に
し
て
い
る
く
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ら
い
だ
︑
と
思
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
︑
日
本
の
国
内
の
企
業
で
外
国
人
を
採
用

し
て
い
る
企
業
は
︑
逆
に
︑
日
本
語
を
共
通
語
と
し
て
仕
事
を
し
た
ほ
う
が
は
る

か
に
う
ま
く
い
く
と
い
う
こ
と
を
学
び
始
め
て
い
ま
す
。
特
に
日
本
を
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
し
て
︑
日
本
で
仕
事
を
す
る
会
社
の
場
合
︑
社
内
で
い
く
ら
英
語
を
使
用
し

た
っ
て
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
日
本
な
の
で
す
か
ら
︑
外
に
出
て
い
っ
た
ら
日
本
語
を
使

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
ち
い
ち
翻
訳
す
る
手
間
を
省
い
て
︑
む
し
ろ
外
国

人
の
社
員
に
日
本
語
を
き
っ
ち
り
学
ん
で
も
ら
っ
て
社
内
の
共
通
語
は
日
本
語
に

す
る
と
い
う
試
み
が
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
日
本
語
を
日
本
の
共
通
語
と
し
て
︑
外

国
か
ら
こ
ら
れ
た
方
に
も
使
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
全
員
が
英
語
が

で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
遍
語
だ
と
い
い
ま
す
が
︑
英
語
が
で
き
る
の

は
や
は
り
一
部
の
人
た
ち
で
す
。
日
本
に
い
る
外
国
人
に
英
語
が
で
き
る
こ
と
を

求
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
︑
日
本
語
を
き
ち
ん
と
学
ん
で
い
た
だ
い

て
︑
日
本
語
を
共
通
語
と
し
て
使
う
こ
と
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
語

そ
の
こ
と
に
は
実
利
的
な
意
味
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
意
味
が
あ
り
ま
す
。
外
国

語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
︑
異
文
化
へ
の
窓
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
ん
な

に
そ
の
国
に
興
味
と
愛
着
が
あ
っ
て
も
︑
そ
の
国
の
言
語
を
知
ら
な
け
れ
ば
半
分

し
か
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
表
面
的
な
こ
と
は
理
解
で
き
る
で
し
ょ

う
が
︑
日
本
語
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
け
れ
ば
日
本
の
文
化
︑
日
本
の
社
会
の

深
い
と
こ
ろ
ま
で
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
︑
お
祭
り
や
︑
お
正
月
の
祝

い
事
な
ど
表
層
的
な
︑
目
に
見
え
る
文
化
は
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
︑
日
本

人
と
な
ら
ん
で
仕
事
を
す
る
と
き
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
あ
り
︑
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
て
い
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化

の
価
値
観
︑
信
条
︑
世
界
観
で
す
。
こ
れ
は
お
互
い
が
英
語
を
話
し
て
い
る
だ
け

で
は
ま
っ
た
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
日
本
人
を
ほ
ん
と
う
に
理
解
し

よ
う
と
思
っ
た
ら
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
ダ
ニ
エ

ル
・
カ
ー
ル
さ
ん
は
よ
く
ご
存
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
教
育
の
強
化
・
推
進

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
︑
日
本
語
教
育
を
︑
海
外
で
の
日
本
語
教
育
を
含
め

て
︑
日
本
人
は
も
っ
と
熱
心
に
や
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
国
立
国
語
研

究
所
も
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
︑
も
っ
と
一
般
社
会
に
お
い
て
日
本
語
教
育
に
対

す
る
関
心
が
広
が
っ
て
も
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
政
府
が
今
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル

人
材
育
成
﹂と
い
う
こ
と
で
︑
英
語
が
で
き
る
日
本
人
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
で
す
が
︑
も
う
一
つ
︑
日
本
語
が
で
き
る
グ
ロ
ー
バ
ル

人
材
も
育
成
し
た
ら
い
か
が
か
︑
と
思
い
ま
す
。

私
の
分
野
か
ら
い
い
ま
す
と
︑
も
っ
と
数
が
ほ
し
い
の
は
︑
外
国
語
を
母
語
と

し
て
い
て
日
本
語
を
そ
の
外
国
語
に
通
訳
・
翻
訳
し
て
く
れ
る
人
で
す
。
日
本
に

い
る
日
本
の
通
訳
者
や
翻
訳
者
の
多
く
は
︑
特
に
通
訳
者
は
︑
両
方
向
の
訳
を
し

ま
す
。
つ
ま
り
︑
外
国
語
か
ら
日
本
語
︑
日
本
語
か
ら
外
国
語
へ
。
専
門
が
英
語

な
ら
︑
英
語
を
日
本
語
に
通
訳
す
る
だ
け
で
な
く
︑
日
本
語
か
ら
英
語
へ
も
通

訳
し
ま
す
。
で
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
規
範
で
は
︑
外
国
語
か
ら
母
語
へ
と
い
う
一

方
通
行
が
一
番
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
現
力
が
母
語
の
ほ
う
が
豊
か
だ

か
ら
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
︑
日
本
語
の
通
訳
者
を
も
っ
と
ふ
や
す
為
に
は
︑
日

本
人
で
は
な
く
︑
違
っ
た
言
語
を
母
語
に
し
て
い
る
人
た
ち
が
日
本
語
を
学
ん
で

く
れ
て
︑
日
本
語
か
ら
そ
の
外
国
語
へ
の
通
訳
︑
翻
訳
を
し
て
く
れ
る
人
材
が
必

要
で
す
。

ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
さ
ん
も
︑
そ
も
そ
も
J
E
T
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
日
本
に
い
ら
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し
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
は
留
学
生
で
す
が
︑
J
E
T
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
来

日
さ
れ
︑
英
語
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
︑
い
わ
ゆ
る
A
E
T
を
や
っ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
語
を
学
ん
だ
人
も
い
る
の
で
す
。
学
ん

だ
人
の
な
か
で
︑
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
に
帰
っ
て
モ
ン
ト
レ
ー
国
際
大
学
院
の
日
本

語
の
通
訳
コ
ー
ス
に
は
い
っ
て
日
本
語
の
通
訳
者
に
な
る
べ
く
勉
強
し
て
い
る
方

が
数
名
い
ま
す
。
で
す
か
ら
長
い
目
で
見
て
︑
日
本
語
教
育
を
じ
っ
く
り
行
う
こ

と
に
よ
り
︑
そ
の
人
た
ち
が
い
ず
れ
日
本
語
と
外
国
語
と
の
同
時
通
訳
者
に
な
っ

て
く
れ
る
︑
あ
る
い
は
翻
訳
者
に
な
っ
て
く
れ
る
と
︑
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
日
本

の
発
信
力
も
ま
し
ま
す
し
︑
日
本
と
い
う
国
が
も
っ
と
多
層
的
に
理
解
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
︑
日
本
人
が
海
外
で
通
用
す
る
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ

ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
重
要
で
す
が
︑
そ
れ
だ
け

で
な
く
︑
も
う
少
し
日
本
の
人
︑
文
化
︑
社
会
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
︑

長
い
時
間
は
か
か
り
ま
す
が
︑
日
本
語
を
学
ん
で
も
ら
っ
て
世
界
に
発
信
し
て
い

く
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
今
後
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
︑
日
本
人
は
︑
自
分
の
こ
と
を
外
に
対
し
て
説
明
す
る

こ
と
が
苦
手
で
す
。
謙
遜
す
ぎ
る
の
か
︑
め
ん
ど
う
に
思
う
の
か
︑﹁
わ
か
ら
な

け
り
ゃ
︑
し
ょ
う
が
な
い
﹂み
た
い
な
態
度
を
と
り
が
ち
で
す
。
そ
れ
で
は
︑
こ

れ
か
ら
の
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
生
き
抜
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
相
手
に
わ
か
っ

て
も
ら
い
︑
そ
し
て
相
手
の
こ
と
も
わ
か
る
よ
う
に
努
力
を
し
︑
そ
し
て
︑
お
互

い
違
う
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
︑
な
ん
と
か
折
り
合
い
を
つ
け
よ
う
と
す

る
。
そ
れ
が
日
常
生
活
で
も
︑
外
交
面
で
も
今
後
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
一
つ
の
手
だ
て
と
し
て
︑
日
本
語
の
重
要
性
。
こ
れ
は
わ

れ
わ
れ
日
本
語
の
母
語
話
者
の
な
か
で
の
日
本
語
の
重
要
性
は
今
は
触
れ
ず
︑
グ

ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
日
本
語
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
で
︑
日
本
語
教
育
の
大

切
さ
を
︑
英
語
専
門
の
私
が
い
う
の
も
お
こ
が
ま
し
い
の
で
す
が
︑
あ
ら
た
め
て

問
題
提
起
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
私
の
話
は
お
し
ま
い
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
鳥
飼
先
生
は
︑
英
語
教
育
の
観
点
か
ら
日

本
語
教
育
を
ご
覧
に
な
っ
て
︑
日
本
語
の
大
切
さ
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

私
は
長
い
間
︑
日
本
語
を
教
え
て
お
り
ま
し
た
の
で
︑
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
日

本
語
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
日
本
語
教
育
の
観
点
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

は
じ
め
に

本
日
ご
来
場
の
皆
様
の
中
に
は
︑
実
際
に
日
本
語
を
教
え
て
い
る
方
も
お
ら
れ

ま
す
が
︑
多
く
の
方
は
日
本
語
を
教
え
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︑
ど
の
よ

う
に
教
え
る
の
だ
ろ
う
︑
外
国
人
は
き
ち
ん
と
日
本
語
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ん

だ
ろ
う
か
な
ど
︑
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
を
お
持
ち
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
︑

本
日
の
私
の
話
は
︑
よ
く
尋
ね
ら
れ
る
四
つ
の
質
問
と
︑
そ
の
答
え
を
通
し
て
︑

日
本
語
を
教
え
る
楽
し
さ
と
難
し
さ
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
︑
最
初
は﹁
日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
は
同
じ
で
す
か
？
﹂
と
い
う
質
問

で
す
。
こ
の
質
問
は
︑
最
近
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
︑
十
年
前
︑

二
十
年
前
は
よ
く
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。

二
つ
目
の
質
問
は
︑﹁
外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語
は
難
し
い
で
す
か
？
﹂で
す
。

﹁
外
国
人
が
日
本
語
を
習
得
す
る
の
は
大
変
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
﹂
と
も
よ
く
聞

か
れ
ま
す
。
さ
て
︑
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

講　演

2

日
本
語
を
教
え
る
こ
と
の
楽
し
さ
と
難
し
さ

国
立
国
語
研
究
所
日
本
語
教
育
研
究
・
情
報
セ
ン
タ
ー 

セ
ン
タ
ー
長
　
迫
田
久
美
子

三
つ
目
は
︑
私
自
身
が﹁
日
本
語
を
教
え
て
学
ん
だ
こ
と
に
︑
ど
ん
な
こ
と
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
﹂
と
い
う
質
問
で
す
。﹁
英
語
が
で
き
な
く
て
も
教
え
ら

れ
ま
す
か
？
﹂﹁
日
本
語
を
教
え
て
苦
労
す
る
こ
と
は
？
﹂な
ど
︑
教
え
る
こ
と
に

関
す
る
質
問
に
対
し
て
︑
私
自
身
の
経
験
か
ら
お
答
え
し
ま
す
。

最
後
の
質
問
は
︑﹁
日
本
人
な
ら
誰
で
も
日
本
語
教
師
に
な
れ
る
で
し
ょ
う

か
？
﹂
で
す
。﹁
私
で
も
な
れ
ま
す
か
。
退
職
し
た
の
で
日
本
語
の
教
師
に
で
も

な
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
︑
ど
う
で
し
ょ
う
か
﹂。
こ
れ
も
多
く
の
方

か
ら
尋
ね
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
四
つ
の
質
問
と
そ
の
答
え
を
通
し
て
︑
日
本
語
教
育
と
は
ど
ん
な
も
の

か
︑
教
え
る
楽
し
さ
と
難
し
さ
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
学
習
者
に
つ
い
て

歴
史
の
文
献
を
解
い
て
み
る
と
︑
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
は
︑
十
六
世
紀
こ

ろ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
に
対
し
て
日
本
人
が
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
︑
実
際
に
日
本
語
教
育
︑
日
本
語
教
師
と
い
う
職
業
が
一
般

社
会
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
︑
か
な
り
後
の
こ
と
で
す
。
鎖
国
以
前
の

通
訳
教
育
や
第
二
次
大
戦
以
前
の
植
民
地
教
育
の
日
本
語
教
育
を
除
く
と
︑
語

学
教
育
と
し
て
外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
る
仕
事
が
確
立
す
る
の
は
︑
第
二
次

大
戦
以
降
︑
日
本
が
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
た
後
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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さこだ・くみこ
日本語教師として務めた後、広島大学教授等を経て現職。専門は、日本語教育
学、第二言語習得研究、日本語の習得、学習者コーパス、誤用分析、学習ストラ
テジー、言語処理、日本語教授法、シャドーイング等。
学習者の言語環境と日本語の習得過程を研究テーマとして掲げ、学習者のデータ
を分析しながら、第二言語習得の普遍的・個別的側面の解明を目指している。本
フォーラムのコーディネーターである。
元日本語教育学会副会長、日本語教育学会国際連携委員長等。
主な著書は、『中間言語研究－日本語学習者による指示詞コ・ソ・アの習得－』（渓
水社、1998年）、『日本語学習者の文法習得』 （野田尚史 他と共著、大修館書店、
2001年）、『日本語教育に生かす第二言語習得研究』 （アルク、2002年）、『講座 日
本語教育学 第3巻　言語学習の心理』（編著、スリーエーネットワーク、2006年）、

『プロフィシェンシーを育てる～真の日本語能力を求めて～』（鎌田修 他と編著、
凡人社、2008年）ほか。

一
九
八
三
年
に
政
府
が﹁
留
学
生
十
万
人
計
画
﹂
を
発
表
し
て
︑
多
く
の
外
国
の

人
に
日
本
に
来
て
も
ら
っ
て
日
本
語
を
普
及
し
よ
う
と
い
う
政
策
が
出
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
一
九
八
五
年
︑
八
六
年
に
日
本
の
各
地
の
大
学
で
︑
日
本
語
教
員

養
成
を
専
門
と
す
る
学
科
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
語
教
育
︑

日
本
語
教
師
と
い
う
職
業
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の﹁
留

学
生
十
万
人
計
画
﹂は
二
○
○
三
年
に
十
万
人
を
突
破
し
て
︑
二
○
○
八
年
に
は

政
府
か
ら
さ
ら
に﹁
留
学
生
三
十
万
人
計
画
﹂が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
︑
二

○
一
一
年
の
統
計
で
は
︑
十
三
万
八
千
人
の
留
学
生
が
日
本
で
学
ん
で
い
ま
す

︵
図
1
︶。

留
学
生
の
数
が
一
番
多
い
国
は
︑
二
○
一
一
年
の
時
点
で
は
圧
倒
的
に
中
国
で

す
。
そ
し
て
︑
韓
国
︑
台
湾
と
続
き
ま
す︵
図
2
︶。

で
は
︑
日
本
国
内
に
在
住
し
て
い
る
外
国
人
も
同
じ
よ
う
な
国
か
ら
来
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
二
○
○
五
年
度
の
国
勢
調
査
で
は
︑
図
2
に
示
し
て
い
る

よ
う
に
︑
韓
国
︑
中
国
は
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
あ
と
の
国
が
違
っ
て
い
ま
す
。

0 

50000 

100000 

150000 

1986 1991 1996 2001 2006 2011

中国 
75%  

韓国 
15% 

台湾 
4% 

ベトナム
4%
 マレーシア2% 韓国・朝鮮

30%  

中国 
22% 

 
 

ブラジル
14% 

フィリピン
8%

ペルー 
3% 

アメリカ 
2% 

タイ 
2% 

ベトナム 
1% 

インドネシア
1% 

英国 
1% 

その他 
16% 

上位５位の国別留学生の割合
（日本学生支援機構　2011年度調査）

在住外国人数の国別の割合
（総務省　2005年度国勢調査）

図1　日本における留学生数の推移
（日本学生支援機構　留学生数推移のグラフから抜粋）

図2　国別の外国人の割合

• 1983年　「留学生10万人計画」
• 2008年　「留学生30万人計画」
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二
百
七
万
八
千
人
の
外
国
人
が
日
本
に
住
ん
で
い
ま
す
が
︑
留
学
生
上
位
五
位
の

国
と
在
住
外
国
人
の
上
位
五
位
の
国
は
順
位
が
少
し
違
い
ま
す
。
在
住
外
国
人

の
第
三
位
は
ブ
ラ
ジ
ル︵
一
四
％
︶︑
第
四
位
は
フ
ィ
リ
ピ
ン︵
八
％
︶︑
第
五
位
が

ペ
ル
ー︵
三
％
︶で
︑
か
れ
ら
は
留
学
生
で
は
な
く
︑
日
本
で
働
き
な
が
ら
生
活

を
し
て
い
る
の
で
す
。

在
住
外
国
人
の
多
様
化

で
は
︑
ど
ん
な
人
た
ち
が
︑
ど
の
よ
う
な
身
分
で
︑
ど
う
い
う
立
場
で
日
本
で

暮
ら
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

留
学
生
︑
研
修
生
︑
あ
る
い
はJE

T

︵T
he Japan E

xchange and Teaching 

Program

︶で
来
日
し
た
英
語
指
導
助
手
や
英
会
話
学
校
の
先
生
な
ど
は
す
ぐ
頭

に
浮
か
ぶ
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
日
本
企
業
で
働
く
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
工

場
な
ど
で
働
く
単
純
労
働
者
で
す
。
近
年
︑
さ
ま
ざ
ま
な
職
場
で
︑
大
き
な
労

働
力
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
就
労
者
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
︑
就
労
者
と

一
緒
に
来
日
し
て
︑
家
族
で
日
本
に
住
ん
で
い
る
場
合
は
︑
年
少
者
の
外
国
人
も

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
昨
今
で
は
︑
日
本
人
男
性
の
お
嫁
さ
ん
の
候
補
と

し
て
外
国
人
の
女
性
が
多
く
来
日
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
最
近
で
は
︑
看

護
師
・
介
護
福
祉
士
と
い
っ
た
医
療
や
社

会
福
祉
の
仕
事
で
多
く
の
外
国
の
方
が
活

躍
し
て
い
ま
す︵
図
3
︶。

こ
の
よ
う
に
︑
日
本
在
住
の
外
国
人
に

つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
た
が
︑
外
国

人
と
一
言
で
い
っ
て
も
︑
国
籍
︑
仕
事
︑

立
場
な
ど
多
種
多
様
で
す
。

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
方
々
に
日
本
語
を

教
え
る
場
合
︑
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

よ
く
︑﹁
ど
う
や
っ
て
日
本
語
を
教
え
た
ら
よ
い
の
で
す
か
？
﹂
と
尋
ね
ら
れ

ま
す
が
︑
で
は
︑﹁
す
ぐ
に
日
本
語
を
教
え
ま
し
ょ
う
﹂
と
い
う
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
日
本
語
を
教
え
る
前
に
ま
ず
大
切
な
こ
と
は
︑
ニ
ー
ズ
分
析
で
す
。

ニ
ー
ズ
分
析
と
は
︑
学
習
者
を
指
導
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
こ

と
で
す
。
た
と
え
ば
︑
何
の
た
め
に
日
本
語
を
学
ぶ
の
か
︑
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
だ

け
日
本
語
を
勉
強
し
て
い
た
か
︑
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
勉
強
し
て
い
な
い
か
︑
今

現
在
の
レ
ベ
ル
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
な
ど
︑
い
ろ
い
ろ
分
析
し
た
う
え
で
日
本

語
指
導
を
教
え
る
こ
と
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
︑
コ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
コ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン

と
は
︑
こ
れ
か
ら
ど
う
指
導
し
て
い
く
か
︑
指
導
全
体
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
で

す
。
た
と
え
ば
︑
あ
と
ど
れ
く
ら
い
日
本
に
滞
在
す
る
の
か
︑
学
習
に
割
け
る
時

間
は
ど
の
程
度
か
︑
教
材
・
指
導
方
法
は
ど
う
い
っ
た
も
の
が
よ
い
か
︑
ク
ラ
ス

で
レ
ッ
ス
ン
す
る
の
が
よ
い
か
︑
個
別
レ
ッ
ス
ン
が
よ
い
か
な
ど
︑
ト
ー
タ
ル
で

教
え
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
は
違
う
？

と
こ
ろ
で
︑
日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
と
は
同
じ
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
︑
日
本

語
教
育
の
場
合
は
︑
学
習
者
は
母
語
を
す
で
に
習
得
し
て
い
る
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。
つ
ま
り
︑
学
習
者
に
は
日
本
語
以
外
の
言
語
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
学
ぶ
内
容
は
︑
文
法
や
構
文
の
知
識
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
使

う
か
︑
と
い
う
運
用
力
の
養
成
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
︑
日
本
語
を
外

国
語
と
し
て
学
ぶ
わ
け
で
す︵
図
4
︶。

一
方
︑
国
語
教
育
の
場
合
は
︑
日
本
語
を
母
語
と
し
て
す
で
に
習
得
し
て
い
る

日
本
人
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
︑
教
え
る
こ
と
は
︑
文
法
で
は
な
く
︑

図3　在住外国人の多様化

• 留学生
• 研修生
• 語学教師
• ビジネスマン
• 就労者
• 年少者
• 外国人妻
• 看護師・介護福祉士
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主
に
文
学
作
品
の
読
解
や
鑑
賞
な
ど
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
︑
日

本
語
教
育
と
国
語
教
育
に
は
︑
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
に
︑
国
語

の
先
生
が
日
本
語
の
先
生
に
な
っ
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
︑
実
は
日
本
語
教
育
は
英
語
教
育
に
近
い
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語
は
難
し
い
？

外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語
は
難
し
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
語
は
世
界
の
他
の
言

語
と
比
べ
て
︑
特
別
難
し
い
言
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
あ
る
点
で
は
︑
難
し
い

部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
平
仮
名
︑
カ
タ
カ
ナ
︑
漢
字
で
す
。
日
本
語
は
表

記
形
態
が
複
数
あ
る
た
め
︑
ほ
か
の
言
語
よ
り
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
︑﹁
い
ぬ
﹂
は
平
仮
名
で
習
い
︑
次
に
片
仮
名
で
習
い
︑
最
後
に
漢
字

が
で
て
き
ま
す
。
一
つ
の
言
葉
に
三
種
類
の
書
き
方
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
︑
一

つ
の
漢
字
に
た
く
さ
ん
の
読
み
方
が
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
少
し
考
え
て
く
だ
さ
い
。﹁
生
﹂こ
の
読
み
方
は
い
く
つ
あ
る
か
お
わ
か

り
に
な
り
ま
す
か
。
数
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

五
つ
以
上
あ
る
と
思
う
人
。

八
つ
以
上
あ
る
と
思
う
人
。

だ
い
ぶ
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

十
以
上
あ
る
と
思
う
人
。

正
解
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ざ
っ
と
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す︵
図
5
︶。
す

べ
て
お
読
み
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
生う

ま
れ
る
︑
生い

き
る
︑
生は

え
る
︑
生せ
い

活か
つ

︑

一い
っ

生し
ょ
う︑
大だ
い

往お
う

生じ
ょ
う︑
生な
ま

卵た
ま
ご︑
生き

醤じ
ょ
う

油ゆ

︑
芝し
ば

生ふ

︑
弥や
よ
い生
︑
生き
っ

粋す
い
︑
生い
け

贄に
え

︑
生あ
い

憎に
く
︑
生な
り

業わ
い

︑
早わ

生せ

︑
晩お
く

生て

の
十
六
で
す
。
ほ
ん
と
う
は
も
う
少
し
あ
る
の
で
す
が
︑
残
り

は
是
非
家
に
帰
っ
て
調
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字
が
あ
る
こ
と
が
学
習
困
難
点
な
の
で
す
。
そ

の
た
め
︑
漢
字
圏
の
学
習
者
は
逆
に
︑
有
利
に
は
た
ら
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
︑
非
漢
字
圏
︑
つ
ま
り
漢

字
の
な
い
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
母
語
を

持
っ
て
い
る
国
の
人
た
ち
に
は
難
し
い
面

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
︑

非
漢
字
圏
の
学
習
者
は
︑
漢
字
圏
の
学

習
者
よ
り
日
本
語
学
習
は
難
し
い
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す︵
図
6
︶。
だ
か
ら
と

い
っ
て
︑
非
漢
字
圏
の
人
た
ち
が
日
本
語

が
で
き
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
︑
漢
字
が
面
白
い
と
思
っ
て
頑
張
っ

て
勉
強
し
て
い
る
非
漢
字
圏
の
学
習
者
も

た
く
さ
ん
い
ま
す
。
今
日
あ
と
か
ら
お
話

図4　日本語教育と国語教育は違う？

図5　外国人にとって日本語は難しい？
【漢字の存在】

日本語教育
• 学習者は母語をす
でに習得している。

• 構文や運用力養成
が中心。

• 日本語を外国語と
して学ぶ。

国語教育
• 学習者は日本語を

すでに習得してい
る。

• 文学作品等の読解
など。

• 表記形態が複数あること
 　いぬ／イヌ／犬

• 読み方が複数あること
 　「生」

1. 生まれる　2. 生きる　3. 生える　
4. 生活　5. 一生　6. 大往生　7. 生卵　
8. 生醤油　9. 芝生　10. 弥生　11. 生粋　
12. 生贄　13. 生憎　14. 生業　15. 早生　
16. 晩生

日本語教育は英語教育に近い？

図6　外国人にとって日本語は難しい？

漢字圏学習者
　…漢字使用の母語を持つ学習者
　　例　中国語話者／韓国・朝鮮語話者
非漢字圏学習者
　…漢字のない母語を持つ学習者
　　例　中国語／韓国・朝鮮語以外の話者

非漢字圏学習者は、漢字圏学習者より日本語
学習は難しい（可能性が高い）。
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し
に
な
る
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
さ
ん
も
そ
の
う
ち
の
お
一
人
で
す
。

そ
れ
以
外
に
も
日
本
語
学
習
に
は
多
く
の
難
し
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
が
︑
日
本
語
は
音
韻
の
面
︑
文
法
の
面
で
ほ
か
の
言
語
よ
り
と
て
も

難
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
特
に
問
題
視
す
る
こ
と
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
が
︑
漢
字
に
つ
い
て
は
少
し
留
意
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語
は
難
し
い
？
　
日
本
語
の
誤
用

外
国
人
た
ち
は
日
本
語
を
学
ぶ
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
誤
用
を
生
み
出
し
ま
す
。

① 

先
生
︑
び
っ
く
り
話
す
︑
く
だ
さ
い
。

② 

姉
は
︑
二
コ
い
ま
す
。

③ 

き
の
う
寿
司
を
食
べ
た
。
お
い
し
い
だ
っ
た
。

④ 

先
週
︑
映
画
を
見
ま
し
た
。
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
。

⑤ 

花
を
育
つ
︑
野
菜
を
育
つ
。

こ
れ
ら
は
実
際
の
学
習
者
の
不
自
然
な
日
本
語
で
す
が
︑
正
解
は
お
わ
か
り

に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
①
は﹁
ゆ
っ
く
り
話
し
て
く
だ
さ
い
﹂︑
②
は﹁
姉
は
二
人

い
ま
す
﹂で
は
な
く
て
︑﹁M

y elder sister has tw
o children

﹂
を
そ
の
ま
ま

二
子
と
訳
し
た
た
め
︑
姉
に
は
子
ど
も
が
二
人
い
ま
す
と
い
う
の
を
︑﹁
ニ
コ
﹂と

い
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
︑
③
の﹁
お
い
し
い
だ
っ
た
﹂
は
︑
日
本
人
で
も
い
い
そ
う
な
誤
用

で
す
が
︑
正
し
く
は﹁
お
い
し
か
っ
た
﹂
で
す
。
こ
れ
は
︑
き
れ
い
だ
っ
た
︑
や

す
み
だ
っ
た
と
い
う﹁
だ
っ
た
﹂か
ら
類
推
し
︑
お
い
し
い
に﹁
だ
っ
た
﹂
を
つ
け

て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す︵
図
7
︶。

④
は
︑﹁
お
も
し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
﹂
は
︑
正
し
く
は﹁
お
も
し
ろ
か
っ
た
﹂で

す
が
︑
こ
の
よ
う
に﹁
～
ん
で
す
﹂と
い
う
の
は
強
調
だ
と
習
い﹁
お
も
し
ろ
か
っ

た
ん
で
す
﹂と
い
う
よ
う
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
⑤
は
︑
テ
レ
ビ
の
あ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
で
て
き
た
外
国
人
が
非

常
に
き
れ
い
な
日
本
語
を
話
し
て
い
た
の
で
す
が
︑
こ
の
部
分
が
間
違
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
自
動
詞
と
他
動
詞
も
学
習
困
難
点
の
一
つ
で
す
。
こ
の﹁
お
も
し
ろ

か
っ
た
ん
で
す
﹂の﹁
ん
で
す
﹂や
自
他
動
詞
は
︑
外
国
人
に
と
っ
て
上
級
レ
ベ
ル

に
な
っ
て
も
学
習
が
難
し
い
も
の
で
す
。

日
本
語
を
教
え
て
学
ん
だ
こ
と
は
？

私
は
日
本
語
を
教
え
て
い
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
た
と
え
ば
︑

日
本
語
の
誤
用
で
す︵
図
8
︶。
さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
し
た﹁
高
い
だ
っ
た
﹂︑﹁
お
い

し
い
だ
っ
た
﹂は
︑
こ
れ
ま
で﹁
だ
っ
た
﹂と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞
く
の
で
︑
そ
こ

か
ら
学
習
者
が
ル
ー
ル
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。
新
し
い
発
見
を
す
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
︑
学
習
者
は
教
師
が
教
え
た
こ
と
と
は
違
う
彼
ら
自
身
の
ル
ー
ル
を
つ
く

る
ん
だ
と
い
う
新
し
い
発
見
が
で
き
ま
し
た
。

図7　外国人にとって日本語は難しい？

（1） 先生、びっくり話す、ください。　
 　　　ゆっくり話してください

（2） 姉はニコいます。子供が二人います
 My elder sister has two children.
 　　　　　　　　　2　　子

（3） おいしいだった。おいしかった
 　きれい　　→　きれいだった
 　やすみ　　→　やすみだった
 　おいしい　→　おいしいだった

図8　日本語を教えて学んだことは？
【日本語の誤用】

　　　　　　　　　　  新たな発見

学習者のルール
　　  知恵

きれいだった
元気だった

試験だった
休みだった

高いだった

きのうだった
だった
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ま
た
︑
学
習
者
の
質
問
も
教
師
を
育
て
て
く
れ
ま
す
。﹁
先
生
︑﹃
赤
い
﹄
と

﹃
明
る
い
﹄の
語
源
は
同
じ
で
す
か
？
﹂と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
漢
字
が
違

う
の
で
︑
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
︑
調
べ
て
み
た
ら
二
つ
の
形

容
詞
は
語
源
が
同
じ
で
し
た
。
ど
ち
ら
も
︑﹁
ア
ケ︵
明
︶︑
ア
カ
ラ
ム
﹂
と
い
う

言
葉
か
ら
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
︑
私
も
大
き
な
発
見
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。

そ
れ
か
ら
︑
あ
る
学
生
が
︑﹁
先
生
︑
ど
う
し
て
日
本
人
は
小
さ
い
子
ど
も
に

向
か
っ
て﹃
ボ
ク
︑
何
歳
？
﹄と
聞
く
ん
で
す
か
。﹃
お
じ
ち
ゃ
ん
自
分
の
歳
わ
か

ら
な
い
の
﹄と
思
わ
れ
ま
せ
ん
か
。
な
ぜ
︑﹃
君
︑
何
歳
？
﹄っ
て
聞
か
な
い
ん
で

す
か
？
﹂
と
い
わ
れ
た
ん
で
す
。
こ
れ
も
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
日
本
の
人
は
幼
い
子

ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
話
そ
う
と
す
る
共
感
的
同
一
化
と
い
う
原
理
が
働
い
て
い

る
︑
つ
ま
り
︑
幼
い
子
の
立
場
に
な
っ
て
︑
答
え
や
す
い
よ
う
に
聞
く
と
い
う
原

理
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
︑
私
自
身
︑
教
え
る
こ
と
を
通
し
て
多
く
の

新
た
な
発
見
を
し
ま
し
た
。

日
本
人
な
ら
日
本
語
教
師
に
な
れ
る
？

最
後
の
質
問
で
す
。
日
本
人
は
︑
ほ
ん
と
う
に
日
本
語
の
教
師
に
ふ
さ
わ
し
い

の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
︑
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
話
せ
る
こ
と
と
︑
教
え

る
こ
と
は
違
い
ま
す
。
日
本
人
は
無
意
識
に
日
本
語
を
習
得
し
て
い
ま
す
の
で
︑

日
本
語
を
体
系
的
に
教
え
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
︑﹁
あ
げ
る
／

も
ら
う
／
く
れ
る
﹂を
外
国
人
に
わ
か
り
や
す
く
教
え
ら
れ
る
か
と
い
う
と
︑
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
く
れ
る
﹂
に
あ
た
る
言
葉
が
︑
他
の
多
く
の
言
語
に
は

な
い
の
で
す
。﹁
あ
げ
る
／
も
ら
う
﹂は
容
易
に
わ
か
り
ま
す︵
図
9
︶。
し
か
し
︑

﹁
誕
生
日
に
太
郎
は
私
に
本
を
く
れ
ま
し
た
﹂。
こ
れ
は
正
し
い
の
で
す
が
︑﹁
誕

生
日
に
太
郎
は
花
子
に
本
を
く
れ
ま
し
た
﹂
は
︑
正
し
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う

か
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
花
子
が
身
内
の
人

な
ら
︑
い
い
の
で
す
が
︑
そ
う
で
な
い
場
合

は
不
自
然
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
正
確
に

教
え
る
た
め
に
は
︑
私
た
ち
教
え
る
側
の
日

本
人
も
日
本
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

﹁
病
気
で
休
ん
だ
の
で
︑
友
人
が
ご
飯
を

作
っ
た
﹂。
こ
れ
は
正
し
い
で
し
ょ
う
か
。

﹁
友
人
が
ご
飯
を
作
っ
て
く
れ
た
﹂の
ほ
う
が

自
然
な
表
現
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
︑﹁
先
生
︑
カ
バ
ン
を
持
っ
て
さ
し
あ

げ
ま
し
ょ
う
か
？
﹂
と
い
う
言
い
方
は
︑
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
で
き
れ
ば
︑﹁
カ
バ
ン
を
お

持
ち
し
ま
し
ょ
う
﹂
の
ほ
う
が
よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
︑
私
た
ち
は
日
本
語
を
客
観
的
に
学
ぶ
こ
と
が

必
要
な
の
で
す
。

日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
、
教
え
る
こ
と

学
習
者
の
声
を
二
人
ご
紹
介
し
ま
す︵
図
10
︶。

あ
る
学
習
者
は
︑﹁
私
は
日
本
の
文
字
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
マ
字
で
勉

強
す
れ
ば
い
い
っ
て
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
︑
実
際
に
平
仮
名
を
勉
強
し
て
︑

日
本
文
化
の
見
方
が
変
わ
り
ま
し
た
﹂
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
︑﹁
私
は
尊

敬
す
る
人
は
日
本
に
い
な
い
か
ら
︑
敬
語
は
い
ら
な
い
﹂
と
言
っ
て
い
た
学
生
も

い
ま
し
た
が
︑
日
本
で
生
活
し
て
敬
語
を
学
ぶ
こ
と
の
必
要
性
が
わ
か
っ
た
そ
う

で
す
。

図9　日本人なら日本語教師になれる？
【日本語教師のための学習】

「教える」ためには、日本人も日本語を学習すること
が必要。
•あげる ○誕生日に太郎は花子に本をあげました。
•もらう ○誕生日に花子は太郎に本をもらいました。
•くれる ○誕生日に太郎は私に本をくれました。
 ？誕生日に太郎は花子に本をくれました。
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最
後
に
︑
日
本
語
教
師
か
ら
の
声
を
ご
紹
介
し
ま
す
。﹁
日
本
語
の
指
導
を
通

し
て
︑
日
本
の
言
語
・
文
化
だ
け
の
み
な
ら
ず
︑
政
治
・
経
済
な
ど
を
含
め
て
︑

勉
強
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
﹂︑﹁
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
は
学
習
者

の
母
語
を
奪
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
習
者
の
母
語
・
母
文
化
を
尊
重
し
︑

認
め
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し
て
い
ま
す
﹂。

日
本
語
を
教
え
る
こ
と
の
楽
し
さ
は
︑
私
た
ち
が
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
こ

と
を
学
び
︑
日
本
語
や
日
本
文
化
の
新
た
な
発
見
が
で
き
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
︑
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
の
難
し
さ
も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
日
本
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に
日
本
語
を
教
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
。
日
本
語
を
教
え
る
た
め
に
は
︑
日
本
語
を
体
系
的
に
学
び
︑
学
習
者
の

立
場
に
立
っ
て
教
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

本
日
の
お
話
は
︑
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
。
ご
清
聴
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

図10　日本語を学ぶこと、教えることから

さまざまな日本語学習者の声
「初めはローマ字で学習。漢字や平仮名を勉
強して、日本文化の見方が広がりました。今
は俳句や陶芸に挑戦しています」

「尊敬する人は日本にいないから、敬語は勉
強しなくてもいいと思ったが、生活のいろい
ろな所で敬語表現が使われていた」

さまざまな日本語教師の声
「日本語指導を通して、日本の言語・文化の
みならず、政治・経済なども含めて、勉強す
ることの重要性を学んでいる」

「日本語を教えることは学習者の母語を奪う
ことではない。学習者の母語・母文化を尊重
し、認め合うことの大切さを実感」

参
考
文
献

・ 

迫
田
久
美
子︵2002

︶﹃
日
本
語
教
育
に
生
か
す
第
二
言
語
習
得
研
究
﹄ア
ル
ク

・ 

総
務
省
統
計
局
・
政
策
統
括
官
・
統
計
研
修
所︵2008

︶﹁
平
成
17
年
度　

国
勢
調
査
外
国

人
に
関
す
る
特
別
集
計
結
果
﹂

・ 

寺
村
秀
夫︵1987

︶﹃
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
日
本
文
法
﹄お
う
ふ
う

・ 

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構︵2012

︶﹁
平
成
23
年
度
外
国
人
留
学
生
在
籍
状
況
調

査
結
果
﹂

・ ﹃
日
本
語
源
広
辞
典
﹄﹇
増
補
版
﹈︵2012

︶ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
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講　演

3

道
草
だ
っ
た
日
本
語
と
共
に
泣
き
笑
い
し
な
が
ら
歩
ん
で
き
た
道

作
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　
莫	

邦
富

今
日
は
︑
国
立
国
語
研
究
所
主
催
の
講
演
会
で
す
の
で
︑
も
と
も
と
日
本

語
教
師
だ
っ
た
私
は
緊
張
を
覚
え
て
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
迫
田
先
生
が
︑
日
本

語
を
教
え
る
楽
し
さ
︑
難
し
さ
と
い
う
話
を
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た

が
︑
私
に
と
っ
て
は
︑
日
本
語
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
︑
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と

自
体
が
難
し
い
と
痛
感
し
て
き
た
数
十
年
で
し
た
。
そ
も
そ
も
日
本
語
を
学

ぶ
動
機
が
不
純
だ
っ
た
た
め
で
す
。
そ
の
不
純
な
動
機
に
最
後
ま
で
つ
き
ま
と

わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
の
タ
イ
ト
ル
は
︑﹁
道
草
だ
っ
た
日
本
語
と
共

に
泣
き
笑
い
し
な
が
ら
歩
ん
で
き
た
道
﹂と
い
う
︑
と
て
も
国
立
国
語
研
究
所

の
講
演
会
ら
し
く
な
い
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
い
ま

す
。

日
本
と
の
出
会
い

中
国
は
今
週
か
ら
習
近
平
さ
ん
の
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
習
近

平
さ
ん
と
私
は
同
じ
年
齢
で
す
。
同
じ
年
齢
の
習
近
平
さ
ん
が
中
国
の
ト
ッ
プ

に
な
っ
た
の
を
み
て
非
常
に
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

振
り
返
っ
て
︑
私
た
ち
は
文
革
世
代
で
す
。
私
の
日
本
語
学
習
も
文
革
経

験
と
切
り
離
し
て
話
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
︑
一
九
七
○
年
五
月
︑

一
七
歳
の
と
き
農
村
に
と
ば
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
と
ば
さ
れ
た
先
は
︑
旧
ソ
連

と
の
国
境
の
近
く
に
あ
る
黒
竜
江
省
の
農
村
で
す
。
中
国
語
で
い
う
と
綏
濱

モー・バンフ
中華人民共和国上海市生まれ。上海外国語大学日本語学科卒。同大学講師を経て、85年に
来日。知日派ジャーナリストとして現代中国の問題、日中関係、労働諸問題に至るまで、幅
広い分野で発言を続けている。
また、「新華僑」※1や「蛇頭」※2といった新語を日本に定着させたことでも知られる。中国向
けネーミング開発、日中地方自治体や企業に対するコンサルタントとしても積極的に活動中。
博報堂スーパバイザ、SMBCコンサルティング顧問、山梨県観光懇話会委員等、安徽省観
光大使。
主な著書は、『新華僑』 （河出書房新社、1993年）、『蛇頭』 （草思社、1994年）、『ノーと言え
る中国』 （鈴木かおり 他と共訳、宋強・張蔵蔵 他 著、日本経済新聞社、1996年）、『それで
もノーと言える中国』 （鈴木かおり 他と共訳、宋強・張蔵蔵 他 著、日本経済新聞社、1997
年）、『これは私が愛した日本なのか～新華僑三〇年の履歴書』（岩波書店、2002年）、『中国
ビジネスはネーミングで決まる』 （平凡社、2008年）、『「中国全省を読む」事典』 （新潮社、
2009年）、『鯛と羊』 （海竜社、2009年）ほか。
※1 1979年の経済改革・開放政策実施以降、中国本土より海外に出国した、永住傾向の強い

中国人のこと。それ以前に海外に定住した華僑は「老華僑」とよばれる。
※2 密航者をあっせんするブローカーのこと。スネークヘッドとも呼ばれる。「長蛇の列」を

なして海外へとむかう「人蛇」たちの先頭にたつ者、の意。
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ん
で
し
た
。

外
国
語
の
学
習
…
…
未
知
の
世
界
へ
の
憧
れ

こ
う
い
っ
た
苦
労
を
し
た
な
か
で
︑
今
写
真
に
す
る
と
開
墾
さ
れ
た
大
平
野
は

と
て
も
き
れ
い
で
す
が
︑
当
時
の
苦
労
は
大
変
な
も
の
で
し
た
。
最
初
の
こ
ろ
は

機
械
も
な
か
っ
た
の
で
︑
全
部
︑
鎌
で
収
穫
し
て
い
ま
し
た
。
広
大
な
土
地
だ
か

ら
︑
田
畑
の
こ
ち
ら
側
か
ら
朝
か
ら
刈
り
入
れ
を
始
め
て
向
こ
う
に
着
い
た
と
き

に
は
︑
日
が
暮
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
︑
帰
り
に
は
腰
を
ま
っ
す
ぐ
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
︑
夜
宿
舎
に
戻
っ
て
も
︑
腰
を
曲
げ

た
ま
ま
の
格
好
で
食
事
を
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。そ

の
な
か
で
︑
自
分
は
詩
人
に
な
り
た
い
︑
詩
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
す
で
に
詩
な
ど
を
発
表
し
て
い
て
︑
詩
集
も
だ
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
当

時
︑
や
や
早
熟
だ
っ
た
の
か
︑
私
が
思
っ
た
こ
と
は
︑
詩
を
書
け
る
の
は
若
い
世

代
︑
感
受
性
が
豊
か
な
時
代
の
特
権
で
︑
や
が
て
年
を
と
っ
て
詩
が
書
け
な
く
な

る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
っ

た
と
こ
ろ
︑
や
っ
ぱ
り
外
国
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

外
国
語
を
勉
強
す
る
よ
う
に
思
っ
た
こ
と
は
︑
や
っ
ぱ
り
黒
竜
江
省
に
配
置
さ

れ
た
こ
と
と
大
き
く
関
連
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
︑
旧
ソ
連
と
の
国
境
の
一
番
近

い
と
こ
ろ
で
は
︑
冬
︑
川
が
凍
結
し
て
川
幅
が
も
の
す
ご
く
狭
く
な
っ
て
い
て
︑

岸
壁
を
力
強
く
け
る
と
︑
そ
の
反
動
で
向
こ
う
ま
で
滑
っ
て
い
け
そ
う
な
感
じ
で

し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
文
革
中
で
す
か
ら
︑
そ
ん
な
こ

と
し
た
ら
︑
ま
ず
銃
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
国
境
の
川
の
ど
真
ん
中
に
ま
る
で

見
え
な
い
壁
が
そ
び
え
た
っ
て
い
た
よ
う
な
状
況
で
し
た
。
し
か
し
︑
人
間
は
︑

︵
ス
イ
ピ
ン
︶︑
佳
木
斯︵
チ
ャ
ー
ム
ス
︶あ
た
り
で
松
花
江
︑
ウ
ス
リ
ー
江
に
囲

ま
れ
る
三
江
平
野
と
呼
ば
れ
る
一
帯
で
す
。
図
1
の
写
真
は
︑
お
そ
ら
く
日
本
で

は
初
公
開
で
︑
十
六
歳
の
自
分
を
見
て
︑
こ
れ
だ
け
の
年
月
が
す
ぎ
さ
っ
て
い
っ

た
も
の
だ
と
。

黒
竜
江
省
で
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
︑
荒
野
を
開
墾
し
な
が
ら
食
糧

を
つ
く
る
と
同
時
に
︑
旧
ソ
連
と
の
国
境
で
領
土
紛
争
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
軍

事
衝
突
に
備
え
る
と
い
う
こ
と
で
国
境
の
土
地
に
送
り
込
ま
れ
た
の
で
す
。
そ
の

後
︑
図
2
に
示
す
よ
う
な
き
れ
い
な
田
畑
に
な
り
ま
し
た
が
︑
大
変
な
苦
労
を

し
ま
し
た
。

日
本
と
の
出
会
い
は
こ
の
黒
竜
江
省
で
す
。
黒
竜
江
省
で
ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗
っ

て
荒
野
を
開
墾
し
て
い
た
あ
る
日
︑
ト
ラ
ク
タ
ー
が
も
の
す
ご
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
に

振
動
し
て
い
た
の
を
感
じ
て
︑
お
か
し
い
な
と
思
い
︑
降
り
て
鋤
で
掘
り
起
こ
し

た
土
の
断
面
を
見
る
と
︑
等
間
隔
の
波
状
に
う
っ
て
い
る
の
に
気
づ
き
ま
し
た
。

そ
こ
は
堆
積
平
野
の
荒
野
だ
っ
た
の
で
︑
等
間
隔
の
波
状
を
見
て
︑
機
械
で
耕
し

た
跡
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
︑
荒
野
と
耕
さ
れ
た
跡
と
い
う
相

反
す
る
現
象
が
︑
自
分
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
人
を
訪
問

し
て
尋
ね
て
確
認
し
て
︑
よ
う
や
く
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
は
︑
昔
︑
日
本
の
開

拓
団
が
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
私
の
日
本
と
の
最
初
の
出
会
い
で

す
。そ

こ
に
日
中
国
交
正
常
化
の
ニ
ュ
ー
ス
が
と
ん
で
き
ま
し
た
。
当
時
︑
野
良
仕

事
を
し
な
が
ら
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
記
者
の
よ
う
な
仕
事
も
し
て
い
た
の
で
︑
理
屈

上
は
日
中
国
交
正
常
化
が
非
常
に
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い

た
の
で
す
が
︑
日
常
生
活
的
に
は
︑
ま
る
で
月
の
上
で
何
か
起
こ
っ
て
い
る
よ
う

な
こ
と
で
︑
俺
と
は
全
然
関
係
な
い
と
い
う
よ
う
に
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

後
︑
ま
さ
か
自
分
の
人
生
が
日
本
と
結
び
つ
く
と
は
︑
当
時
は
想
像
も
で
き
ま
せ
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1970年5月から74年7月まで黒竜江に下放。松
花江、黒竜江、ウスリー江に囲まれる一帯は三
江平野と呼ばれるが、「北大荒」という異称で知
られる。そこで多感な青春時代を5年近く送っ
た。おかげで、いまでも時々、夢の中で松花江
や黒竜江の波の音が聞こえてくる。 図1

「黒竜江省の夏は版画のような世界だ。色は単純で明るい。地の果てま
で続く麦畑は収穫期が近づくと金色に輝き、空は透き通るように青い。
木々の緑が目にしみる。点々と見える兵団宿舎の赤いレンガがこの版画
の世界に人間の息吹を感じさせる。いつか妻や娘に見せてやりたい、私
の青春時代の原風景だ」
　－2006年5月20日付朝日新聞mo@chinaより

図2
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や
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
る
と
︑
よ
け
い
に
や
り
た
く
な
る
わ
け
で
す
。
壁

の
向
こ
う
を
見
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
も
︑
か
た
ち
の
な
い
壁
に
遮
ら
れ
て

い
る
向
こ
う
を
見
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
逆
に
よ
け
い
に
強
く
な
り
ま
し
た
。
壁

を
越
え
て
向
こ
う
に
い
く
と
︑
も
う
一
つ
の
世
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
︑
向
こ
う
の
世
界
を
知
る
た
め
に
は
外
国
語
を
勉
強
す
る
必
要
も
あ
る
︑
と

も
自
然
に
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

当
時
︑
農
村
で
こ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
反
革
命
分
子
と
し
て
︑
中
国
の

外
交
部
の
ロ
シ
ア
語
の
通
訳
だ
っ
た
人
が
︑
ロ
シ
ア
語
が
で
き
る
と
い
う
理
由
だ

け
で
ス
パ
イ
と
み
な
さ
れ
︑
労
働
改
造
の
た
め
に
送
り
込
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
私

が
彼
の
監
視
役
だ
っ
た
の
で
す
。

あ
る
日
︑
彼
と
一
緒
に
羊
を
放
牧
し
に
い
き
ま
し
た
。
彼
と
の
会
話
の
な
か
で

い
ろ
い
ろ
と
刺
激
を
受
け
ま
し
た︵
図
3
︶。
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
文
革
は
い
つ
ま
で
も
続
く
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
と
つ
よ
く
思
い
ま
し

た
。
一
九
七
三
年
の
年
が
明
け
て
か
ら
私
は
上
海
に
帰
省
し
ま
し
た
。

日
本
語
と
の
出
会
い

詩
を
書
い
て
い
た
の
で
本
屋
に
詩
集
を
買
い
に
い
っ
た
と
き
︑
本
屋
の
入
り
口

に
︑
表
紙
が
ブ
ル
ー
の
本
が
山
と
積
ま
れ
て
い
る
の
を
見
て
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し

た
。
文
革
中
に
そ
ん
な
色
の
表
紙
の
本
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
何

の
本
だ
ろ
う
と
思
っ
て
手
に
取
っ
た
ら
︑
日
本
語
の
ラ
ジ
オ
講
座
の
テ
キ
ス
ト

で
し
た
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
開
け
て
み
る
と
︑
五
十
音
図
が
あ
っ
て
︑
ひ
ら
が

な
の﹁
あ
い
う
え
お
﹂
な
ど
は
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
奇
妙
な
符
号
に
し
か
見
え
な

か
っ
た
の
で
す
が
︑
そ
の
符
号
の
下
に
ロ
ー
マ
字
表
記
で﹁
a
︑
i
︑
u
︑
e
︑

o
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
母
音
が
五
つ
し
か
な
い
の
を
見
て
不

思
議
に
思
い
ま
し
た
。
日
本
人
も
恋
愛
す
る
で
し
ょ
う
。
失
恋
す
る
こ
と
も

き
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
と
。
怒
る
と
き
︑
悲
し
む
と
き
︑
自
分
の
感
情
を
い
ろ
い
ろ

表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
︑
五
つ
の
母
音
で
表
現
し
き
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
こ
は
詩
人
的
な
発
想
に
な
っ
て
︑
韻
を
踏
む
と
き
五
つ
だ
と
単
調
す

ぎ
る
で
は
な
い
か
と
よ
け
い
な
心
配
ま
で
し
ま
し
た︵
図
4
︶。

も
と
も
と
外
国
語
を
勉
強
し
よ
う
か
と
思
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
て
︑
そ
う

だ
日
本
語
を
勉
強
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
そ
の
時
︑
ひ
ら
め
き
ま
し
た
。

今
ま
で
敵
国
語
だ
っ
た
の
で
学
習
者
が
あ
ま
り
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ラ
イ
バ
ル
が

あ
ま
り
い
な
い
わ
け
で
す
。
今
勉
強
す
れ
ば
希
少
価
値
も
き
っ
と
で
て
く
る
だ
ろ

う
と
も
思
い
ま
し
た
。
結
局
︑
そ
の
日
は
詩
集
を
買
わ
ず
に
日
本
語
の
ラ
ジ
オ
講

座
の
テ
キ
ス
ト
を
買
っ
て
帰
り
ま
し
た
。

こ
の
本
を
見
た
と
き
︑
も
う
一
つ
お
も
し
ろ
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
平

仮
名
と
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
表
示
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
読
め
な
い
の
で
す
が
︑

ロ
ー
マ
字
が
つ
い
た
の
で
︑
そ
れ
な
り
に
読
め
ま
し
た
。
文
革
中
の
本
で
す
か

ら
︑
革
命
的
な
言
葉
が
一
杯
で
て
い
ま
す
。﹁
赤
旗
﹂
と
い
う
単
語
が
例
に
で
て

き
て
︑
漢
字
を
見
る
と
︑
中
国
で
は﹁
紅
旗
﹂
で
す
が
︑﹁akahata

﹂
と
ロ
ー
マ

字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
紅
も
赤
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
︑
少
し
工
夫
す
れ
ば

別
に
苦
労
も
せ
ず
に
覚
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。
ま
た
︑
ロ
ー
マ

字
を
見
る
と
︑﹁
a
︑
ka
︑
sa
︑
ta
︑
na
﹂
と
全
部
ア
が
入
っ
て
い
る
し
︑
簡
単

に
読
め
ま
す
。
こ
ん
な
簡
単
な
発
音
の
言
葉
な
ら
︑
そ
ん
な
に
苦
労
せ
ず
に
日

本
語
を
覚
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
短
絡
に
興
奮
し
て
い
ま
し
た︵
図
5
︶。

そ
れ
で
ラ
ジ
オ
講
座
を
勉
強
し
始
め
て
︑
タ
行
の
と
こ
ろ
ま
で
勉
強
し
か
け
た

と
こ
ろ
で
休
暇
が
全
部
終
わ
り
ま
し
た
。
黒
竜
江
省
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
︑
上
海
中
を
探
し
て
一
番
高
級
な
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
ラ
ジ
オ
を
買
っ
て
︑
ラ

ジ
オ
講
座
を
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
て
黒
竜
江
省
に
帰
り
ま
し
た
。
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上
海
外
国
語
大
学
で
日
本
語
を
専
攻

や
っ
ぱ
り
心
配
が
的
中
し
て
い
た
。
黒
竜
江
省
に
着
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た

ら
︑
上
海
の
電
波
が
心
配
し
て
い
た
通
り
受
信
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
受
信
で

き
て
い
た
の
は
︑
旧
ソ
連
と
か
韓
国
と
か
海
外
の
電
波
で
す
。
文
革
中
で
す
か
ら

海
外
の
ラ
ジ
オ
を
受
信
し
て
い
る
と
︑
反
革
命
分
子
の
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
ま
ず
い
と
思
っ
て
︑
当
時
ま
だ
電
気
が
な
い
た
め
灯
油
を
燃

や
し
た
照
明
の
下
で
勉
強
す
る
の
で
す
が
︑
灯
油
の
煙
で
鼻
が
真
っ
黒
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
︑
そ
れ
で
は
だ
め
だ
と
諦
め
ま
し
た
。
む
し
ろ
朝
早
く
起
き
て
︑
だ
ん

だ
ん
露
が
で
て
く
る
季
節
に
な
る
の
で
︑
蚊
も
飛
べ
な
い
。
そ
れ
で
朝
早
く
起
き

て
勉
強
す
る
よ
う
に
作
戦
を
変
え
ま
し
た
。
ナ
行
と
か
マ
行
を
全
部
勉
強
し
て
︑

﹁
ヤ
ユ
ヨ
﹂の
と
こ
ろ
に
く
る
と
発
音
の
自
信
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
独
学
す
る

の
は
限
界
だ
と
思
い
︑
大
学
に
い
こ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
は
運
よ
く

一
九
七
四
年
に
上
海
外
国
語
大
学
に
は
い
っ
て
日
本
語
を
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。

た
だ
し
︑
我
が
家
で
は
︑
お
袋
が
︑
て
っ
き
り
私
は
詩
人
に
な
る
だ
ろ
う
と
思

い
︑
作
家
に
な
る
こ
と
を
夢
み
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
︑
息
子
の
私
は
わ
け

の
わ
か
ら
な
い
外
国
語
を
勉
強
し
は
じ
め
て
︑
し
か
も
よ
り
に
も
よ
っ
て
︑
か
つ

て
の
敵
国
の
日
本
語
を
勉
強
す
る
な
ん
て
︑
親
か
ら
み
れ
ば
︑
私
の
人
生
は
日
本

語
に
誘
惑
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
お
袋
は
最
初
か
ら
︑
猛
烈
に
反
対
し
て
い

ま
し
た
。
で
も
︑
私
は
︑
そ
れ
は
関
係
な
い
じ
ゃ
な
い
か
︑
戦
争
時
代
の
問
題
は

す
で
に
す
ぎ
さ
っ
て
い
る
し
︑
日
本
は
世
界
二
位
の
経
済
大
国
で
す
。
し
か
も
今

勉
強
す
れ
ば
希
少
価
値
も
あ
る
だ
ろ
う
と
︑
い
ろ
い
ろ
親
と
議
論
し
て
︑
最
終
的

に
は
今
の
よ
う
な
道
を
歩
む
こ
と
を
動
揺
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

図5

「テキストをめくりながら、想像はどんどん思わぬ
方向へ飛んでいく。
　文化大革命時代のテキストらしく、赤旗という
単語が例に出ている。akahata、と、ローマ字表
記を見ながら声を小さく出して読んでみた。その
耳慣れない音の響きに、ある新鮮な喜びを感じた。
未知のものへの想像に煽りたてられた興奮に快い
陶酔感を覚えた。
　夏の夜空にちりばめられた星座に、はじめて天
文望遠鏡を向けて覗いた時の興奮と陶酔感に似た
喜びである」

図3

詩人を目指したが、国境の川・黒竜江→国境とい
う壁→未知の世界への憧れ→外国語を学ぼうと目
覚める。

「ふと、文化大革命の時代に下放され、黒竜江の
ほとりで経験したことを思い出した。外交部の通
訳が、ロシア語ができるという理由だけでスパイ
とみなされ、労働改造のために送られてきた。私
が彼の監視役だった。
　ある日、2人で羊の放牧にでかけた。休憩時間
に川辺で、ソ連はどんな国ですか、と質問した。
私に悪意がないと理解した彼はロシア文学と美術
を語った。川の向こうを見つめた目の奥に、何か
光るものがあった。一方、私を見る目の余光には、
ある種の哀れみがにじんでいた。それを読み取っ
た私はかすかに狼狽した。将来、私も国境を超え
る知識の翼をつけたい。心の中でそう誓った。そ
れが後に外国語を勉強する動機の一つになった」
　－朝日新聞mo@china（07年10月20日）

図4

テキストを開けてみた。50音図がある。ひらがな
の「あいうえお」などはわけのわからぬ奇妙な符号
にしか見えない。だが、その符号の下にあるロー
マ字表記は読めると思った。a、i、u、e、o ……す
ぐ読めたので、かえって不思議になった。
　日本語はこれほど簡単でわずか5つしかない母
音を使って構成された言語なのか。人間の豊かな
感情を現わすのに必要なたくさんの言葉を、日本
人はどうやって作り上げたのだろう。この母音の
少ない日本語を使って愛という繊細かつ微妙で豊
かな感情を若い女性はどうやって吐露するのだろ
う。詩人は詩を書く時どうやって韻を踏むのだろ
う……
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辞
書
の
な
か
っ
た
日
本
語
学
習

し
か
し
︑
文
革
中
に
日
本
語
を
勉
強
す
る
こ
と
は
非
常
に
大
変
で
し
た
。
私

は
卒
業
す
る
ま
で
日
本
語
の
辞
書
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
買
お
う
と
思
っ

て
も
出
版
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
出
版
さ
れ
て
い
る
本
は
毛
沢
東
選
集
と
い
っ

た
政
治
関
係
の
本
ば
か
り
で
し
た
。
大
事
な
日
本
語
の
辞
書
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
で
す
か
ら
︑
大
学
時
代
は
︑
夕
食
が
終
わ
っ
た
ら
い
ち
早
く
閲
覧
室
に
い
っ

て
︑
図
書
館
に
あ
る
十
冊
足
ら
ず
の
辞
書
を
仲
間
と
争
い
な
が
ら
確
保
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
︑
文
革
中
︑
日
本
語
専
攻
の
学
生
な
の
に
日
本
で
出
版
さ
れ
た
本
で
も

指
定
さ
れ
た
も
の
以
外
は
読
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で

密
か
に
︑
う
ち
の
大
学
に
教
え
に
こ
ら
れ
た
日
本
人
の
先
生
に
文
庫
本
を
借
り

ま
し
た
。
し
か
し
︑
全
寮
制
で
す
か
ら
昼
間
は
本
を
読
む
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。

夜
︑
消
灯
後
︑
ト
イ
レ
に
い
き
ま
し
た
。
ト
イ
レ
の
豆
電
球
で
す
か
ら
照
度
が
足

り
な
い
︑
そ
こ
で
少
し
で
も
豆
電
球
に
近
づ
こ
う
と
︑
洗
面
所
の
テ
ー
ブ
ル
を
ト

イ
レ
に
ひ
っ
ぱ
っ
て
き
て
︑
机
の
上
に
椅
子
を
乗
せ
て
︑
そ
れ
に
よ
じ
登
っ
て
読

み
ま
し
た
。
最
初
に
読
ん
だ
小
説
が
︑
横
溝
正
史
の﹃
悪
魔
が
来
た
り
て
笛
を
吹

く
﹄で
し
た
。
読
ん
だ
あ
と
つ
く
づ
く
感
じ
た
こ
と
は
︑
あ
の
よ
う
な
小
説
は
深

夜
の
ト
イ
レ
の
な
か
で
読
む
べ
き
で
な
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
本
を
開
け

る
と
︑
最
初
に
読
む
の
を
や
め
た
ほ
う
が
い
い
と
す
す
め
る
と
い
っ
た
内
容
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。﹁
怖
い
話
で
す
よ
︑
夜
読
む
の
は
や
め
な
さ
い
﹂と
い
う
よ
う
な

内
容
で
す
。
し
か
し
︑
逆
説
的
に
言
う
と
︑
あ
の
環
境
の
中
で
読
む
と
︑
そ
の
ス

リ
ル
性
が
数
倍
も
数
十
倍
も
増
え
て
き
ま
す
。

も
う
一
つ
怖
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す︵
図
6
︶。
こ
う
い
う
外
国
の
本
を
読

ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
誰
か
に
目
撃
さ
れ
て
︑
学
校
の
幹
部
に
知
ら
さ
れ
た
ら
︑
た

ぶ
ん
私
の
政
治
人
生
は
そ
こ
で
一
発
で
終
わ
り
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
︑
文
庫
本

で
す
か
ら
サ
イ
ズ
が
小
さ
い
。
当
時
の
私
た
ち
の
日
本
語
の
教
科
書
は
︑
自
分
で

ガ
リ
版
で
つ
く
っ
た
も
の
で
す
か
ら
非
常
に
大
き
く
︑
日
本
で
い
う
と
A
3
を

畳
ん
だ
よ
う
な
感
じ
の
も
の
で
す
。
そ
の
中
に
文
庫
本
を
入
れ
て
︑
外
か
ら
見
る

と
︑
私
は
よ
じ
登
っ
て
日
本
語
の
教
科
書
を
一
生
懸
命
読
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
他
の
ク
ラ
ス
の
学
生
た
ち
も
み
ん
な
深
夜
ト
イ
レ
を
利
用
す
る
か
ら
︑
み
ん

な
感
心
し
て
い
る
の
で
す
。﹁
莫
さ
ん
︑
す
ご
い
で
す
ね
。
こ
ん
な
に
勉
強
し
て

い
る
ん
で
す
か
﹂と
。

﹃
悪
魔
が
来
た
り
て
笛
を
吹
く
﹄を
読
み
終
え
て
︑
こ
の
本
を
同
じ
寮
の
も
う

一
人
に
貸
す
わ
け
で
す
。
六
人
だ
っ
た
ん
で
︑
一
週
間
︑
交
代
で
︑
当
番
の
よ
う

に
本
を
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
︑
う
ち
の
寮
の
評
判
が
も
の
す
ご
く
よ 図6　『悪魔が来たりて笛を吹く』横溝正史（角川文庫）

　深夜のトイレの中で読んだ日本の小説。「文革時代、
日本語専攻の私たちは指定されたもの以外、日本で出
版された小説や新聞などの刊行物を読んではいけない
ことになっていた。
　私が最初に日本の小説を読んだ場所は、深夜の男子
寮のトイレの中だった。暗い照明に少しでも近づこう
として、机の上にいすを載せてそこによじ登り、トイ
レの臭気に我慢しながら、無我夢中で読んだ。
　それは日本人の先生からひそかに借りた横溝正史の

『悪魔が来りて笛を吹く』の文庫本だった。トイレを利
用する同級生に怪しまれ
ないよう、日本語教科書
の中に小説を挟んで読ん
だ。
　しかし、ばれた時の危
険さから来る緊張のせい
か、廊下から足音が聞
こえるたびに、悪魔が本
当に現れたかのような錯
覚に襲われ、びくびくし
た」
　－朝日新聞mo@china
　（08年5月10日）より
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か
っ
た
。
あ
の
寮
の
人
た
ち
は
も
の
す
ご
く
勉
強
し
て
い
る
︑
徹
夜

で
教
科
書
を
読
ん
で
い
る
と
も
っ
ぱ
ら
の
噂
で
し
た
。
そ
れ
で
読
み

終
わ
っ
た
本
を
先
生
に
返
し
て
︑
ま
た
新
し
い
本
を
借
り
て
き
ま

し
た
。
松
本
清
張
の﹃
点
と
線
﹄︑﹃
黒
い
画
集
﹄と
か
。
そ
う
い
う

な
か
で
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。

日
本
語
学
習
の
誤
算

日
本
語
を
勉
強
す
る
︑
も
う
一
つ
の
大
き
な
動
機
が
あ
り
ま
し

た
。
詩
を
書
け
る
の
は
若
い
こ
ろ
の
特
権
で
︑
や
が
て
は
書
け
な

く
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
︑
詩
を
書
く
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
年
齢
と

と
も
に
円
熟
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
︑
外
国
語
を
勉

強
す
れ
ば
︑
詩
を
翻
訳
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
最
初
に
思
っ
て
い

ま
し
た
。

実
際
に
日
本
語
を
勉
強
し
て
︑
私
が
非
常
に
好
き
な
詩
集
は
島

崎
藤
村
の﹃
若
菜
集
﹄で
す
。
卒
業
し
て
か
ら
︑
い
よ
い
よ
自
分
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
翻
訳
し
よ
う
と
思
っ
て
︑
半
年
間
︑﹃
若

菜
集
﹄の
自
分
の
好
き
だ
っ
た
い
く
つ
か
の
詩
を
何
度
も
何
度
も
訳

し
て
み
ま
し
た
。
ど
う
し
て
も
︑
で
き
た
も
の
が
気
に
入
り
ま
せ

ん
。
最
終
的
に
は
︑
自
分
の
気
力
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
あ
き
ら
め

て
し
ま
い
ま
し
た︵
図
7
︶。
今
ま
で
日
本
の
詩
を
本
格
的
に
訳
し

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
日
本
語
を
勉
強
し

た
動
機
が
不
純
だ
っ
た
た
め
︑
本
当
の
目
標
は
達
成
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

一
方
︑
大
学
を
卒
業
す
る
ま
で
辞
書
の
な
い
環
境
の
な
か
で
日

本
語
を
勉
強
し
た
こ
と
は
︑
逆
に
︑
辞
書
の
な
い
外
国
語
学
習
の

　日本語との、道草のような偶然とも言える出会
いに、詩人になろうという私の人生設計は完全に
乱され、日本語、そして日本と泣き笑いをともに
する人生の道を歩み始めた。この行動が後になっ
て自分の人生をどれほど変えてしまうのか、その
時は予想だにしていなかった。
　もうひとつの誤算は、詩を訳せなかったことだ。
島崎藤村の『若菜集』が好きで、翻訳しようと思っ
ていたが、どうしてもあの情熱的かつリズミカル
な情調を醸し出せず、苦しんでいた。松尾芭蕉の
俳句「古池や　蛙（かわず）飛び込む　水の音」も
五・七・五の音節ではなかなかうまく訳せない。

図7　『若菜集』島崎藤村（日本図書センター）

大学を卒業するまで日本
語辞書を持てなかった。
それを知った山崎豊子さ
んは、のちに訪中する時、

「新明解国語辞典」を持っ
てきてくださった。辞書の
ない苦しみをいやというほ
ど体験したから、のちに辞
書、用例集作りへの情熱
につながった。

図8　『沈まぬ太陽〈1〉アフリカ篇（上）』山崎豊子（新潮文庫）
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苦
し
さ
︑
難
し
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
知
っ
た
の
で
︑
辞
書
作
り

に
も
の
す
ご
く
積
極
的
に
な
り
ま
し
た
。
私
が
あ
ま
り
辞
書
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
本
の
友
人
た
ち
が
︑
い
ろ

い
ろ
な
辞
書
を
送
っ
て
く
れ
ま
し
た︵
図
8
︶。
た
と
え
ば
︑
山

崎
豊
子
さ
ん
な
ど
が
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
い
ろ
い
ろ
交
流
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

大
学
を
卒
業
し
た
後
︑
や
は
り
世
界
文
学
大
辞
典
と
か
日
本

に
来
て
か
ら
中
国
語
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
用
語
集
︑
企
業
ブ
ラ
ン

ド
名
辞
典
な
ど
い
ろ
い
ろ
本
を
つ
く
っ
た
り
し
ま
し
た︵
図
9
︶。

そ
も
そ
も
の
動
機
は
︑
辞
書
の
な
か
っ
た
経
験
か
ら
き
た
も
の
で

す
。日

本
語
を
学
習
す
る
こ
と
だ
け
が
難
し
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
当
時
︑
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
得
た
情
報
な
ど
を
発
信
す
る

こ
と
も
難
し
か
っ
た
。
せ
っ
か
く
改
革
・
開
放
時
代
に
な
っ
て
︑
い
ろ
い
ろ
日
本

の
研
究
な
ど
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
外
国
文
学
の
動
き
を
報
道
す

る
の
も
︑
当
時
︑
中
国
で
は
内
部
刊
行
物
に
か
ぎ
っ
て
い
た
た
め
公
に
発
表
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
︑
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
も
め
げ
ず
に
自

分
な
り
に
い
ろ
い
ろ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
︑﹃
君
の
名
は
﹄を
翻
訳
し

ま
し
た
。
最
初
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
︑
も
の
す
ご
く
売
れ
ま
し
た
。
数
回

も
増
刷
し
て
七
十
五
万
部
く
ら
い
増
刷
し
た
そ
う
で
す
が
︑
出
版
社
が
五
十
万

部
で
上
に
報
告
す
る
の
を
や
め
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
刷
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
共
産
党
の
宣
伝
部
に
知
ら
れ
る
と
︑
私
た
ち
に
不
都
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
︑
五
十
万
部
し
か
刷
っ
て
い
な
い
と
い
い
な
が
ら
︑
す
で
に
七
十
五
万
部
刷
っ

て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
︑
残
念
な
こ
と
に
︑
あ
の
と
き
は
中
国
は
ま
だ
印
税
制
で

は
な
く
︑
原
稿
料
制
で
し
た
。
一
冊
し
か
刷
ら
な
く
て
も
百
万
冊
刷
っ
て
も
私
の

図10　『中国人から見た不思議な日本語』
左：河出書房新社1998年版、

右：日経ビジネス人文庫2002年版

図9　左：『中国語インターネット用語集
―日英中対照』（ジャパンタイムズ）、

右：『日・中・英 企業・ブランド名辞典』
（日本経済新聞社）

収
入
は
同
じ
で
し
た
。

そ
の
後
︑
日
本
に
来
て
︑
こ
の
よ
う
な
本︵
図
10
︶を
書
い
て
い
ま
す
。
語
学

関
係
の
も
の
で
は
︑
図
11
、
12
に
示
し
て
い
ま
す
。

日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
　
ハ
ー
ド
か
ら
ソ
フ
ト
へ

最
後
に
私
が
い
い
た
い
こ
と
は
︑
今
日
こ
こ
で
︑
私
の
日
本
語
を
勉
強
す
る

い
き
さ
つ
を
教
え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
し
い
︑
厳
し
い
環
境
の
な
か

で
︑
い
か
に
自
分
が
努
力
し
て
日
本
語
を
勉
強
し
て
き
た
か
を
い
う
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
︑
こ
こ
ま
で
苦
労
を
い
と
わ
ず
に
日
本
語
を
勉
強
し
た
の
か
と

い
う
と
︑
あ
の
こ
ろ
の
日
本
は
輝
い
て
い
た
か
ら
で
す
。
日
本
語
学
習
を
通
し
て

日
本
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
学
び
た
か
っ
た
の
で
す
。

一
九
七
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
中
国
の
改
革
開
放
時
代
は
︑
じ
つ
は
隠
さ
れ
た
ス

ロ
ー
ガ
ン
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
な
ん
な
の
か
と
い
う
と
︑
日
本
に
学
ぼ
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え
ば
年
金
制
度
な
ど
の
ソ
フ
ト
な
と
こ
ろ
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

一
方
︑
日
本
の
皆
さ
ん
も
︑
新
し
い
課
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
中
国
人
か
ら
見
れ
ば
︑
日
本
の
ハ
ー
ド
的
な
と
こ
ろ
を
学
ぶ
と
き
は
︑
か
た

ち
が
あ
り
ま
し
た
。
う
ち
の
家
内
が
日
本
に
八
一
年
に
は
じ
め
て
訪
問
し
て
︑
日

本
の
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
。
う
ち
の
団
地
で
は
最
初
の
カ
ラ
ー

テ
レ
ビ
で
し
た
。
そ
れ
を
み
ん
な
見
て
︑
日
本
は
す
ご
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
か
た
ち
が
あ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
︑
ソ
フ
ト
の
時
代
に
な
る
と
︑
か
た

ち
が
な
い
ん
で
す
。
こ
の
魅
力
を
︑
日
本
人
の
こ
と
を
多
少
知
っ
て
い
る
外
国

人
の
私
た
ち
も
一
生
懸
命
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
︑
日
本
の
皆
さ

ん
も
︑
も
っ
と
上
手
に
日
本
の
持
っ
て
い
る
ソ
フ
ト
的
な
面
を
ア
ピ
ー
ル
し
な
い

と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
︑
本
日
の
こ
の
講
演
は
︑
ソ
フ
ト
の

面
か
ら
日
本
の
魅
力
を
ど
う
ア
ピ
ー
ル
す
る
か
と
い
う

テ
ー
マ
が
︑
隠
し
味
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
所
詮
私
は
道
草
を
く
う
か
た
ち
で
日
本
語

を
勉
強
し
た
も
の
で
す
か
ら
︑
本
日
こ
の
壇
上
で
話
す

内
容
も
道
草
的
な
も
の
で
し
た
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う

ご
さ
い
ま
し
た
。

う
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。
当
時
の
学
ぶ
対
象
は
︑
あ
る
意
味
で
は
︑
ハ
ー
ド
的

な
も
の
で
し
た
。
ハ
ー
ド
と
い
う
視
点
か
ら
日
本
を
学
ぼ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
︑
宝
山
製
鉄
所
や
中
国
版
新
幹
線
に
象
徴
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
こ
の

二
つ
の
象
徴
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
ハ
ー
ド
の
面
か
ら
日
本
に
学
ぶ
時
代
は
そ
ろ

そ
ろ
一
段
落
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
︑
ソ
フ
ト
の
時
代
で
す
。
二
○
○
四
年
こ
ろ

か
ら
中
国
で
講
演
す
る
と
き
強
調
し
て
い
る
の
で
す
が
︑
私
た
ち
中
国
人
は
も
う

一
度
︑
日
本
に
学
ぼ
う
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
大
き
く
叫
ぶ
べ
き
だ
と
私
は
主
張

し
て
い
ま
す
。
た
だ
今
度
は
ハ
ー
ド
的
な
も
の
よ
り
も
︑
ソ
フ
ト
的
な
も
の
を
念

頭
に
置
い
て
い
ま
す
。
日
本
の
進
ん
だ
と
こ
ろ
︑
た
と
え
ば
︑
環
境
汚
染
に
対
す

る
い
ろ
い
ろ
の
退
治
措
置
と
か
環
境
を
保
護
す
る
方
法
︑
社
会
シ
ス
テ
ム
︑
た
と

日本は周りを海に囲まれた海洋
国家、中国は狩猟民族の打ち立
てた牧畜国家。日本語の魚や魚
卵の名前の豊富さが独特である
一方、中国語の牛、馬、羊など
の家畜の部位の多さは、日本人
の想像以上です。
本書は、中国語を母国語とする
著者が、日本人も知らない日本
語を駆使して、言語の奥行き、
広さの面白さを縦横無尽に語っ
た一冊です。

図11　『鯛と羊―日本と中国、食から見る文化の醍醐味』
（海竜社）

図12　左：『21世紀の大国　中国を読む「新語」』
（NHK出版）、右：朝日新聞出の連載コラムをまとめた
『日中「アジア・トップ」への条件』（朝日新書）
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二
○
五
○
年
の
日
本
語
は
ど
う
な
る
？国

際
交
流
基
金
日
本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
所
長
　
西
原
鈴
子

講　演

4
私
は
︑﹃
二
○
五
○
年
の
日
本
語
は
ど
う
な
る
？
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
︑
皆

様
方
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
一
世
紀
半
ば
を
予
測
し
て
︑
四
つ
の
観
点
か
ら
考
え
た
い
と
思
い
ま
す︵
図

1
︶。
初
め
に
︑
二
○
五
○
年
の
日
本
社
会
は
ど
の
よ
う
に
予
測
さ
れ
て
い
る
か
︑

次
に
︑
そ
の
こ
と
は
日
本
語
社
会
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
る
の
か
︑
三
番
目
は
︑

そ
の
と
き
︑
日
本
語
そ
の
も
の
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
か
を
推
測
し
て
み

ま
す
。
そ
れ
を
見
据
え
て
︑
最
後
に
︑
今
か
ら
私
た
ち
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

か
︑
ど
う
い
う
こ
と
に
心
掛
け
た
ら
よ
い
の
か
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
人
口
構
成
と
未
来
像

二
○
五
○
年
の
日
本
の
人
口
構
成
の
未
来
像
を
図
2
に
お
示
し
し
ま
す
。
そ

の
図
の
左
側
は
︑
今
か
ら
八
年
前
の
平
成
一
七︵
二
○
○
五
︶
年
の
日
本
の
人

口
で
す
。
こ
こ
に
お
ら
れ
る
方
の
多
く
は
︑
中
学
校
︑
高
等
学
校
の
社
会
科

で
︑
裾
野
を
ひ
い
た
富
士
山
の
よ
う
な
人
口
構
成
図
を
目
に
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
四
十
年
前
の
日
本
は
や
や
そ
う
で
し
た
が
︑
二
○
○
五
年
こ
ろ
に

は
︑
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
が
五
人
に
一
人︵
二
○
・
二
％
︶
と
な
り
︑
十
五
歳

か
ら
六
十
四
歳
の
生
産
年
齢
︑
ひ
ら
た
く
い
え
ば
働
い
て
税
金
を
払
え
る
人
が
︑

六
六・一
％
︑
十
四
歳
以
下
の
幼
児
・
児
童
の
割
合
は
一
三・八
％
で
し
た
。

そ
し
て
︑
二
○
五
○
年
か
ら
さ
ら
に
五
年
あ
と
の
状
況
で
す
が
︑
そ
の
こ
ろ
︑

（1） 2050年に予測されていること
（2） 日本語社会が受ける影響
（3） 日本語はどう変わる？
（4） 今から心がけること

～14歳
13.8％

1200 1000 800 600 400 200 0 0 200 400 600 800 1000
（万人）

平成67（2055）年  8,993万人平成17（2005）年  12,777万人

89歳：
昭和41年の
ひのえうま

81～84歳：
昭和46～49年の
第2次ベビーブーム

50歳：
平成7年生まれ

65歳～
40.5％

15～64歳
51.1％

～14歳
8.4％

（歳）

105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

第2次世界大戦の
影響

59歳、60歳：
終戦前後における

出生減
56～58歳：

昭和22～24年の
第1次ベビーブーム

39歳：
昭和41年の
ひのえうま

31～34歳：
昭和46～49年の
第2次ベビーブーム

65歳～
20.2％

15～64歳
66.1％

図1　概要

図2　日本の人口構成と未来像
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人
口
の
四
○
・
五
％
が
六
十
五
歳
以
上
に
な
り
ま
す︵
図
2
︶。
こ
れ
は
年
金
を

も
ら
っ
て
働
か
な
い
人
た
ち
で
す
。
そ
の
時
代
に
十
五
歳
か
ら
六
十
四
歳
の
人
口

は
五
一・一
％
︑
十
四
歳
以
下
は
も
っ
と
減
っ
て
八・四
％
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を

横
に
し
て
み
る
と
図
3
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
︑
最
終
点
は
二
○
五
○

年
で
す
が
︑
六
十
五
歳
以
上
の
人
の
割
合
は
二
○
一
○
年
こ
ろ
か
ら
変
わ
り
ま
せ

ん
が
︑
十
五
歳
か
ら
六
十
四
歳
が
大
幅
に
減
り
︑
十
五
歳
未
満
も
ど
ん
ど
ん
減
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
社
会
的
な
影
響
は
︑
図
4
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
番
左
の
グ
ラ
フ
が
二

○
○
○
年
︑
真
ん
中
は
二
○
二
五
年
︑
そ
し
て
二
○
五
○
年
に
は
右
端
の
グ
ラ
フ

の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
︑
生
産
年
齢
が
年
寄
り
を
支
え
て
い
る
と
い

う
図
で
す
。
こ
れ
を
比
喩
的
に
み
て
い
く
と
︑
今
は
三・
六
人
の
働
き
手
が
︑
一

人
の
高
齢
者
を
養
っ
て
い
ま
す
が
︑
二
○
二
五
年
に
な
る
と
︑
一・
八
人
で
一
人

を
養
い
︑
二
○
五
○
年
に
な

る
と
一・
二
人
で
一
人
の
高
齢

者
を
養
う
時
代
に
な
り
ま
す
。

一
人
で
一
人
を
養
う
状
態
に

近
く
な
っ
て
い
く
わ
け
で

す
。
こ
の
会
場
に
は
︑
そ
こ

ま
で
生
産
年
齢
で
は
い
な
い

方
︑
も
ら
う
立
場
に
な
っ
て

い
る
方
︑
そ
こ
ま
で
は
生
き

て
い
な
い
方
な
ど
い
ろ
い
ろ

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す

が
︑
そ
の
時
に
下
で
支
え
て

い
る
人
の
重
荷
を
考
え
る
と
︑

こ
れ
は
半
端
な
所
得
税
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
二
○
五
○
年
の
日
本
の

社
会
は
︑
こ
の
よ
う
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

年
齢
別
未
婚
率
の
推
移

で
は
︑
ど
う
や
っ
て
生
産
年
齢
人
口
を
増
や
し
︑
子
ど
も
を
増
や
せ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。

さ
き
ほ
ど
の
図
4
か
ら
考
え
る
と
︑
十
五
歳
未
満
も
︑
十
五
歳
か
ら
六
十
四

図3　日本の人口構成と未来像

にしはら・すずこ
米国、インドネシア、オーストラリアで日本語教育実践をした後、国立国語
研究所、東京女子大学勤務を経て、2012年4月より現職。2008年より2013
年にかけて、文化審議会国語分科会日本語教育小委員会において「生活者と
しての外国人に対する日本語教育」のカリキュラム案、教材例、能力評価、
指導力評価などの検討に従事した。
現在は、日本語を母語としない海外日本語教師を招聘して研修を行う機関に
所属している。
主な著書は、『外国人の子どものための日本語 こどものにほんご　第1巻』 

（監修、ひょうご日本語教師連絡会議子どもの日本語研究会 著、兵庫県国際
交流協会 協力、スリーエーネットワーク、2002年）、『外国人の子どものた
めの日本語 こどものにほんご　第2巻』 （監修、ひょうご日本語教師連絡会
議子どもの日本語研究会 著、兵庫県国際交流協会 協力、スリーエーネット
ワーク、2002年）、『講座社会言語科学 第4巻 教育・学習』 （西郡仁朗と共
編著、ひつじ書房、2008年）、『言語と社会・教育シリーズ朝倉＜言語の可
能性＞8』 （編著、中島平三 監修、朝倉書店、2010年）ほか。
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歳
も
増
え
て
い
け
ば
よ
い
わ
け
で
す
が
︑
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
あ
ま
り
希
望
的

な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
図
5
は
︑
左
上
が
二
○
○
五
年
の
男
性
の
未
婚
率
を

示
し
て
い
ま
す
。
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
の
男
性
未
婚
率
が
七
割
で
す
。
つ
ま

り
︑
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
の
男
性
の
十
人
の
う
ち
結
婚
し
て
い
る
人
は
三
人

だ
け
と
い
う
こ
と
で
す
。
女
性
は
︑
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
の
人
の
う
ち
結
婚

し
て
い
る
人
が
十
人
の
う
ち
四
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

結
婚
年
齢
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
出
産
率
は
下
が
っ
て
き
ま
す
。
二
○
五
○

年
ま
で
の
子
ど
も
人
口
の
動
き
は
︑
図
5
の
下
の
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 図5　年齢別未婚率と15歳未満人口比率の推移

図4　20～ 64歳人口の65歳以上人口に対する比率

男 女
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イ
タ
リ
ア
︑
カ
ナ
ダ
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
ド
イ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
ア
メ
リ
カ
︑
日
本
な

ど
︑
先
進
諸
国
と
い
わ
れ
て
い
る
国
の
な
か
で
︑
日
本
が
一
番
子
ど
も
の
割
合
が

低
く
︑
二
○
五
○
年
に
は
子
ど
も
は
全
人
口
の
一
一・
三
％
で
す
。
人
口
の
十
人

に
一
人
し
か
子
ど
も
が
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
何
も
対
策
を
講
じ

な
か
っ
た
ら
︑
二
○
五
○
年
に
は
こ
う
な
る
で
し
ょ
う
と
い
う
予
測
で
す
。

人
口
減
少
に
対
応
し
た
経
済
社
会
の
あ
り
方

そ
の
こ
と
を
危
惧
し
て
︑
人
口
減
少
に
対
応
し
た
経
済
社
会
の
あ
り
方
を
︑

経
団
連
が
二
○
○
八
年
に
提
案
し
ま
し
た︵
図
6
︶。
項

目
別
に
見
て
み
ま
す
と
︑
わ
が
国
の
人
口
の
展
望
と
い
う

項
目
に
は
︑
総
人
口
が
減
る
︑
働
き
手
が
大
幅
に
減
少

し
︑
地
域
偏
在
化
が
起
こ
る
︑
高
齢
化
社
会
が
ま
す
ま

す
進
む
と
い
っ
た
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
︑

そ
の
こ
と
が
経
済
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
と
し
て
︑
労
働
人

口
が
減
っ
て
い
き
︑
年
金
の
負
担
が
増
加
し
︑
経
済
社
会

シ
ス
テ
ム
が
と
て
も
厳
し
く
な
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
す
る
対
策
と
し
て
︑
中
長
期
的
な
経
済
社

会
の
活
力
維
持
に
向
け
た
方
策
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
一
は
成
長
力
の
強
化
で
︑
研
究
開
発
活
動
の
促
進
や
︑

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
人
材
の
育
成
と
招
聘
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
第
二
に
は
︑
未
来
世
代
の
育
成
が
挙
げ
ら
れ

て
お
り
︑
少
子
化
対
策
︑
子
育
て
支
援
︑
教
育
の
再
生

と
続
き
ま
す
。
少
子
化
対
策
で
重
要
な
の
は
︑
出
産
率

の
問
題
で
︑
今
日
本
で
一
人
の
女
性
が
生
涯
に
生
む
子
ど

も
の
数
は
︑
一・二
と
一・
三
の
あ
い
だ
を
前
後
し
て
い
る

の
で
す
が
︑
二
以
上
で
な
い
と
人
口
は
増
え
て
い
き
ま
せ

ん
。
今
の
ま
ま
で
は
減
る
ば
か
り
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
な
ん

と
か
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
後
の
ポ
イ
ン
ト

は
︑
経
済
シ
ス
テ
ム
の
維
持
に
必
要
な
人
材
の
活
用
・
確

図6　人口減少に対応した経済社会のあり方【概要】
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保
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
う
し
た
ら
生
産
年
齢
人
口
を
増
や
せ
る
の
か
。
そ
の
た

め
に
︑
女
性
の
社
会
進
出
等
の
促
進
︑
国
際
的
な
人
材
確
保
競
争
と
日
本
型
移

民
政
策
の
検
討
︑
そ
し
て
受
け
入
れ
た
外
国
人
の
定
着
の
推
進
が
掲
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

日
本
語
の
行
く
末
に
関
係
す
る
提
案

こ
の
経
団
連
の
提
案
を
日
本
語
に
特
化
し
て
読
ん
で
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す︵
図
7
︶。
ま
ず
︑
日
本
型
移
民
政
策
の
検
討
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
移

民
と
い
う
と
︑
工
場
で
働
く
人
︑
農
漁
村
で
働
く
人
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
︑
こ

こ
で
い
う
日
本
型
移
民
政
策
で
は
︑
高
度
人
材
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
く
こ

と
︑
留
学
生
そ
の
他
︑
高
度
な
資
格
を
持
つ
人
材
を
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
が
提

案
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
︑
社
会
の
中
核
的
な
人
材
と
し
て
働
い
て
︑
税
金
を

払
っ
て
く
れ
る
人
を
移
民
と
し
て
受
け
入
れ
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
︑
受
け
入
れ
た
人
々
が
定
着
し
て
日
本
の
中
核
的
な
存
在
と
し
て
自
立
し
︑
市

民
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
︑
エ

ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
し
て
定
着
し
て

く
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
具
体
的
対
策

の
一
つ
が
︑
日
本
語
教
育
の
強
化

で
す
。

そ
の
提
案
を
実
行
に
移
し
て
移

民
を
受
け
入
れ
た
場
合
︑
日
本

語
社
会
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か︵
図
8
︶。
さ
き
ほ
ど
︑

鳥
飼
先
生
が
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
で

は
日
本
語
も
重
要
で
す
と
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
が
︑
二
○
五
○
年
に
な
っ
て
移
民

を
受
け
入
れ
て
社
会
全
体
が
い
っ
そ
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
と
︑
日
本
語
を
母
語

と
し
な
い
人
が
増
加
し
︑
言
語
少
数
派
グ
ル
ー
プ
が
増
加
し
ま
す
。
中
国
語
グ

ル
ー
プ
︑
韓
国
語
・
朝
鮮
語
グ
ル
ー
プ
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
グ
ル
ー
プ
︑
フ
ィ
リ
ピ

ノ
語
グ
ル
ー
プ
な
ど
か
増
加
し
て
い
き
ま
す
。

そ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
間
の
共
通

語
と
し
て
の
日
本
語
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
と
同
時
に
︑
少
数
派
グ

ル
ー
プ
の
方
々
が
背
景
と
し
て
持
っ
て
い
る
母
語
︑
つ
ま
り
フ
ィ
リ
ピ
ノ
語
︑
中

国
語
︑
韓
国
語
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
︑
ス
ペ
イ
ン
語
等
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題

を
含
め
て
︑
国
家
の
言
語
計
画
と
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
日
本
国
内
の
言
語
を
政
策

的
に
管
理
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

日
本
社
会
の
言
語
は
ど
う
変
わ
る
か
？

そ
の
場
合
︑
日
本
に
お
け
る
言
語
使
用
の
可
能
性
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か

︵
図
9
︶。

可
能
性
の
一
つ
は
︑
中
国
語
を
母
語
と
す
る
人
が
多
く
住
ん
で
い
る
場
所
で
は

中
国
語
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
人
口
が
多
い
と
こ
ろ
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
い
う
よ
う

に
︑
居
住
地
域
ご
と
に
異
な
っ
た
言
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
可
能
性
の
二
つ

め
と
し
て
︑
複
数
の
公
用
語
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
全
体
で
複
数
の

言
葉
を
使
う
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
︑
カ
ナ
ダ
は
二
つ
の
公

用
語
を
持
っ
て
い
ま
す
し
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
ス
イ
ス
な
ど
は
国
内
に
居
住
す
る

民
族
的
に
異
な
る
背
景
の
人
た
ち
へ
の
配
慮
か
ら
複
数
の
公
用
語
を
持
っ
て
い
ま

す
。可

能
性
の
三
つ
め
と
し
て
︑
日
本
語
が
公
用
語
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
と
同
時
に
︑
社
会
を
構
成
す
る
グ
ル
ー
プ
成
員
の
出
身
国
・
地
域
の
言

図7　日本語の行く末に関係する提案

日本型移民政策
• 高度人材の積極的受け入れ
• 留学生の受け入れ
• 資格を持つ人材の受け入れ

受け入れた人材の定着推進
• 地域・政府・企業の連携による社会

統合政策
• 日本語教育強化
• 相当規模の受け入れ
• 国民のコンセンサス形成が急務
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図8　人口減少（移民受け入れ）が
日本語社会に与える課題

• 日本語非母語話者の増加
• 言語少数派グループの増加
• 共通語としての日本語の地位
• 少数派グループの母語の保障
• 言語計画・言語政策策定の必要性

図9　日本社会の言語はどう変わる？

図10　可能性（3）選択の基本となる考え方

可能性（1） 居住地域ごとに異なった言
語が使われる。

可能性（2） 複数の公用語制定により全
員が複数の言語を使う。

可能性（3） 日本語が公用語となる。
 成員の出身国・地域の言語

使用が保障される。

今後の日本は、多様性に基づく社会の構
築という観点に立ち、外国出身の民族的
少数者が文化的アイデンティティを否定
されることなく、対等な構成員として社
会に参加し、豊かで活力ある社会の実現
を目指すべきである（山脇他，2002）。

語
使
用
が
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
時
代
が
来
た
ら
︑﹁
共
通
語
は
当
然
︑
日
本
語
だ
よ
ね
﹂
と
思
っ
て

お
ら
れ
る
方
が
非
常
に
多
い
と
思
い
ま
す
。
当
然
そ
う
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測

が
立
つ
と
い
う
こ
と
で
す
が
︑
そ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
正
当
性
を
持
つ
と
言
え

る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
後
の
日
本
は
︑
多
様
性
に
基
づ
く
社
会
の
構
築
と
い
う
観

点
に
立
ち
︑
外
国
出
身
の
民
族
的
少
数
者
が
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
否
定

さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
対
等
な
構
成
員
と
し
て
社
会
に
参
加
し
︑
豊
か
で
活
力
あ

る
社
会
の
実
現
を
目
指
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す︵
図
10
︶。

そ
の
場
合
︑
英
語
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
く
方
が
お
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
︑
国
全
体
の
言
語
政
策
の
な
か
で
考
え
ら
れ
て
い

く
べ
き
︑
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。

社
会
統
合
政
策
と
言
語
選
択

今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
︑
可
能
性
一
︑二
︑三
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
︑
可
能
性
一

の
︑
日
本
社
会
を
海
外
か
ら
の
人
材
に
開
放
す
る
こ
と
を
無
計
画
に
実
行
す
る

と
︑
複
数
の
単
言
語
社
会
が
併
存
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
ま
す︵
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア

状
態
︶。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
世
界
各
地
で
︑
言
語
戦
争
に
端
を
発
す
る
戦
闘

状
態
が
起
こ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
︑
社
会
共
通
の
言
語
を
設
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
情
報
収
集
・
発
信
の
機
会
を
均
等
に
保
証
し
︑
社
会
に
参
画

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
解
決
策
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

そ
の
と
き
︑
公
的
手
段
に
よ
っ
て
︑
日
本
社
会
と
日
本
語
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
を
︑
入
っ
て
く
る
人
々
に
対
し
て
保
証
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
に
移
動
す
る
人
材
が
︑
学
歴
︑
職
歴
に
み
あ
っ
た
社
会

的
地
位
を
確
保
し
︑
日
本
社
会
に
参
画
す
る
︑
そ
し
て
日
本
語
能
力
を
持
つ
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か︵
図
11
︶。

そ
し
て
︑
言
語
権
も
問
題
で
す
が
︑
日
本
語
が
公
用
語
に
な
っ
て
︑
日
本
の
社

会
で
法
律
用
語
や
メ
デ
ィ
ア
︑
教
育
の
用
語
が
日
本
語
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
そ

図11　社会統合政策と言語選択

• 日本社会を海外からの人材に開放する
ことを無計画に実行すると、複数の単
言語社会が併存する可能性が生まれる

（ダイグロシア状態）。
• 社会共通の言語を設定することによっ
て、情報収集・発信の機会を均等に保
持し、社会に参画することを可能にす
る。

• 日本に移動する人材が学歴・職歴にみ
あった社会的地位を確保して日本社会
に参画するためには、日本語能力を持
つことが重要である。

• そのためには、公的手段による日本事
情と日本語のオリエンテーション計画
が必要である。
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の
他
の
言
語
を
母
語
と
す
る
人
々
の
言
語
文
化
的
背
景
が
尊
重
さ
れ
な
い
の
は
お

か
し
い
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
︑
も
と
も
と
日
本
語
母
語
話
者
で
あ
る
人
た
ち
が

そ
れ
ら
の
言
葉
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
す
し
︑
私
的
な
場
で
の
言
語

使
用
を
公
的
に
保
証
す
る
こ
と
も
同
時
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す︵
図
12
︶。

日
本
語
が
公
用
語
に
な
っ
た
場
合
の
課
題

日
本
を
公
用
語
に
し
て
︑
日
本
語
を
共
通
語
と
し
て
日
本
国
内
で
は
使
い
ま

し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
で
も
︑
今
申
し
上
げ
た
言
語
的
少
数
グ
ル
ー

プ
の
言
語
権
は
当
然
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て﹁
正

し
い
日
本
語
﹂へ
の
暗
黙
の
同
化
圧
力
を
統
括
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
で
し
ょ

う
。
絶
対
的
に﹁
正
し
い
日
本
語
﹂
を
唯
一
無
二
の
規
範
と
し
て
多
様
性
を
認
め

な
い
と
い
う
こ
と
は
公
正
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
︑
今
の
日

本
で
言
え
ば
方
言
の
是
認
と
い
っ
た
ら
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
世
代
差
・
性
差

な
ど
の﹁
変
種
﹂へ
の
寛
容
性
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う︵
図
13
︶。
さ
ら
に
︑
さ
き

ほ
ど
鳥
飼
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
意
味
で
の
や
さ
し
い
日
本
語
︑
通
じ
る

日
本
語
︑
つ
ま
り
︑
母
語
の
違
う
人
の
あ
い
だ
で
も
︑
公
用
語
が
互
い
に
通
じ
る

と
い
う
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
︑
情
報
伝
達
優

先
の
日
本
語
と
︑
美
し
い
日
本
語
︑
文
学
の
日
本
語
︑
芸
術
的
日
本
語
と
い
う
よ

う
な
も
の
と
の
関
係
を
再
考
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
と
き
︑
公
用
語
の
絶
対
的
条
件
と
し
て
︑
ま
ず
情
報
伝
達
の
機
能
が
優

先
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑﹁
以
心
伝
心
﹂と
か﹁
あ
う
ん
の
呼
吸
﹂と
い
う
よ
う

な
︑﹁
言
わ
な
く
て
も
通
じ
合
え
る
﹂
こ
と
を
最
高
の
伝
達
と
考
え
る
こ
と
に
は

待
っ
た
が
か
か
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
？
　
日
本
語
の
側
面

日
本
語
を
外
か
ら
見
た
場
合
︑
不
透
明
だ
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
予

測
さ
れ
る
点
︑
つ
ま
り
︑
国
際
共
通
語
と
し
て
の
日
本
語
が
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な

く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
点
を
︑
文
の
構
造
の
面
と
運
用
の
面
で
い
く
つ
か
書
き
出

し
て
み
ま
し
た︵
図
14
︶。

ま
ず
︑
命
題
を
包
み
込
む
豊
か
な
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
す
。
少
し
難
し
い
の
で
す

が
︑
た
と
え
ば
︑
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
若
者
が
い
た
と
し
ま
す
。﹁
俺
さ
あ
︑

お
前
に
ほ
れ
ち
ゃ
っ
た
み
た
い
な
ん
だ
よ
な
﹂。
こ
れ
は
直
裁
的
に
訳
せ
ば
︑﹁I 

love you

﹂
で
す
。
で
す
が
︑
な
ん
だ
か
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
た
と
い
う
か
︑

奥
歯
に
も
の
が
挟
ま
っ
た
と
い
う
か
︑﹁
ち
ゃ
っ
た
み
た
い
な
ん
だ
よ
な
ー
﹂と
い

う
と
こ
ろ
が
︑
曰
く
言
い
難
く
モ
ダ
リ
テ
ィ
な
の
で
す
。
伝
え
た
い
情
報
の
外
に

あ
っ
て
︑
そ
れ
を
情
緒
的
に
包
み
込
む
部
分
を
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
の
で
す
が
︑

日
本
語
は
こ
れ
が
と
っ
て
も
豊
か
な
言
語
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ

日
本
語
は
非
常
に
温
か
い
言
語
だ
と
日
本
語
母
語
話
者
同
士
は
考
え
て
い
る
の
で

す
。
け
れ
ど
外
か
ら
見
る
と
そ
こ
が
ち
ょ
っ
と
理
解
し
が
た
い
部
分
に
な
る
の
で

す
。そ

し
て
︑﹁
電
車
が
ま
い
り
ま
す
﹂
と
い
う
例
文
。
こ
れ
は
最
近
︑
文
化
審
議

会
国
語
分
科
会
が
出
し
た
敬
語
の
指
針
の
な
か
で
︑
謙
譲
語
の
二
に
入
り
ま
す

が
︑
な
ん
で
電
車
が
謙
譲
語
に
な
る
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
謙
譲
語
の
一
は
︑
自

分
を
へ
り
く
だ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
謙
譲
語
の
二
は
こ
の
部
分
で
︑
自
分

お
よ
び
そ
の
周
囲
の
事
柄
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
︑
尊
敬
す
る
誰
か
に
話
す
と
き

は
自
分
側
の
事
柄
を
下
げ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
日
本
語
の
モ
ダ
リ

テ
ィ
で
す
。
豊
か
な
情
緒
的
表
現
︑
論
理
式
に
書
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
情
報

伝
達
の
骨
子
の
部
分︵
命
題
︶と
同
じ
よ
う
に
︑
豊
か
に
存
在
す
る
日
本
語
の
部
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図12　言語権への対応

• 公用語を決定することは、国内に存在する複数の言語を
弾圧、あるいは抹殺することを意味しない。公用語法令
化の結果、複数の言語母語話者グループのための政策的
配慮が、総合的言語計画として必然的に伴わなければな
らない。

 その一つが、「言語権」の保証である。言語権は、自言語
の保持・公用語の習得の双方向に適用されるべき権利で
ある。

 国家の言語に対する権利
 自分の言語に対する権利（カルヴェ，2000）
• 公用語の習得は、公的財源を使用し、公的機関によって

運営されるべき制度として確立されなければならない。
• そして、付随する諸法規を含め、国の総合的実施計画と
して立案され、実行されるべきである。

図13　日本語が公用語になった場合の課題

• 言語少数派グループの言語権保証
• 「正しい日本語」への「暗黙の同化圧力」自制
• 少数派グループの各言語からの転移容認
• 変種への寛容性
• 「やさしい日本語」「通じる日本語」への転換
• 「情報伝達優先の日本語」と「美しい日本語」
• 通用しない「以心伝心」「あうんの呼吸」

分
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
き
ほ
ど
︑﹁
や
り
／
も
ら
い
﹂の
話
を
迫
田
先
生
が
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
︑﹁
論
文
の
原
稿
は
︑
○
○
先
生
が
添
削
し
ま
し
た
﹂
と
い
う
の
は
︑

文
法
的
に
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
て
も
︑﹁
正
し
い
日
本
語
﹂
で
は
な
い
と

み
ん
な
思
い
ま
す
よ
ね
。
先
生
だ
か
ら﹁
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
﹂
と
い
う
の
を

つ
け
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
れ
は
構
造
︑
つ
ま
り
文
法
の
領
域
で
す

が
︑
人
間
関
係
が
い
や
お
う
も
な
く
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
部
分
に
な
り

ま
す
。

次
は
︑﹁
オ
ノ
マ
ト
ペ
﹂
で
す
。
こ
の
ご
ろ﹁
が
っ
つ
り
食
べ
よ
う
﹂
と
い
う

若
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
文
化
庁
国
語
課
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
︑
二
○
％
か
ら

二
五
％
ほ
ど
の
国
民
が
使
っ
て
い
ま
す
。﹁
ガ
ッ
ツ
リ
﹂︑﹁
ジ
メ
ジ
メ
﹂︑﹁
カ
ラ
カ

ラ
﹂
と
い
っ
た
言
葉
は
︑
感
性
が
そ
の
ま
ま
語
彙
に
な
る
表
現
な
の
で
︑
日
本
語

の
母
語
話
者
に
は
ピ
タ
リ
と
来
る
の
で
す
が
︑
外
か
ら
は
理
解
し
が
た
く
︑
強
い

て
翻
訳
し
よ
う
と
し
て
も
描
写
的
な
表
現
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。も

う
一
つ
︑﹃﹁
す
る
﹂と﹁
な
る
﹂の
言
語
学
﹄と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
︑
外

か
ら
見
る
と
︑
日
本
語
の
自
動
詞
表
現
は
︑
主
体
的
で
あ
る
は
ず
の
行
動
が
︑

あ
た
か
も
成
り
行
き
で
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い

る
か
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。﹁
結
婚
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
っ
て
︑
い
っ
た
い
誰
が
結
婚
す
る
わ
け
？
﹂。﹁
主
体
的
に
決
め
た
ん

図14　変わらざるを得なくなる？　日本語の側面

文構造の側面
• 「命題」を包み込む豊かな「モダリティ」

「俺さあ、お前にほれちゃったみたいなんだよな」
「電車がまいります」

• 構造に組み込まれている人間関係
「論文の原稿は○○先生が添削してくださいました」

• 感性がそのまま語彙になる「オノマトペ」
「なんだかじめじめしてるんです」
「がっつり食べよう」

• 「する」よりも「なる」の文構成
「結婚することになりました」
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じ
ゃ
な
く
て
︑
そ
う
な
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
？
﹂
と
思
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
︑
日

本
で
は﹁
な
り
ま
し
た
﹂
と
言
わ
な
い
と
︑
生
意
気
に
聞
こ
え
て
し
ま
い
ま
す
よ

ね
。﹁
結
婚
し
ま
す
﹂
と
か﹁
結
婚
す
る
ん
で
す
﹂
と
い
う
の
は
︑
ち
ょ
っ
と
奥
ゆ

か
し
さ
を
欠
く
︑﹁
お
や
お
や
﹂と
思
わ
れ
て
し
ま
う
言
い
方
で
す
よ
ね
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
類
型
の
側
面

さ
き
ほ
ど
鳥
飼
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
︑
日
本
人
は
分
か
り
合
っ
て

い
る
こ
と
は
言
わ
な
い
︑
い
う
必
要
が
な
い
ほ
う
が
よ
い
関
係
だ
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
︑
お
し
ゃ
べ
り
と
か
︑
理
屈
っ
ぽ
い
の
は
敬
遠
さ
れ
る

と
い
う
︑﹁
高
文
脈
﹂
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
た
言
語
で
す
。

言
葉
に
し
な
く
て
も
伝
わ
る
と
考
え
る
部
分
が
多
い
の
を﹁
高
文
脈
﹂
と
い
い
ま

す
。
そ
の
反
対
は
ド
イ
ツ
語
で
す
。﹁
低
文
脈
﹂
と
い
い
ま
す
。
言
わ
な
い
こ
と

は
分
か
り
合
え
な
い
︑
は
っ
き
り
口
に
出
し
合
う
ほ
う
が
よ
い
関
係
を
生
む
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
語
の
場
合
︑
聞
き
手
の
役
割
と
し
て
︑
常
に
推
測

に
よ
っ
て
話
し
手
の
発
話
意
図
を
理
解
し
ま
す
。
こ
の
人
は
ど
う
い
う
つ
も
り

で
︑
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
︑
言
わ
れ
な
い
こ
と
に
も
た
く

さ
ん
意
味
が
あ
る
の
だ
と
考
え
て
︑
い
つ
も
緊
張
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん

で
す
。
そ
し
て
︑
人
間
関
係
の
構
築
に
お
い
て
も
︑﹁
わ
き
ま
え
﹂︑﹁
気
配
り
﹂

が
︑
日
本
社
会
で
は
と
っ
て
も
大
切
で
す
。
直
言
居
士
は
︑
理
屈
っ
ぽ
い
と
同
じ

よ
う
に
︑
あ
ま
り
好
か
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か︵
図
15
︶。

そ
れ
か
ら
︑﹁
自
己
開
示
﹂。
自
分
に
つ
い
て
な
に
を
言
う
か
と
い
う
こ
と
で
す

が
︑
図
16
に
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
で
す
。
自
分
は
知
っ
て
い
る
が
︑

他
人
は
知
ら
な
い
部
分
を
一
番
大
切
に
す
る
と
い
う
か
︑
そ
の
こ
と
は
あ
え
て

言
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
文
化
で
す
。
そ
れ
か
ら
︑
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
た

ま
っ
て
い
る
と
き
︑
ど
の
よ
う
に
反
応
を
す
る
か
を
調
べ
た
国
際
的
な
調
査
が
あ

り
︑
日
本
語
社
会
は﹁
内
罰
的
﹂だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
︑﹁
雨
の
日
に
歩
道

を
歩
い
て
い
た
ら
︑
通
り
が
か
っ
た
車
に
泥
を
は
ね
か
け
ら
れ
て
コ
ー
ト
が
汚
れ

ま
し
た
。﹃
す
み
ま
せ
ん
﹄と
謝
罪
す
る
運
転
手
に
︑
あ
な
た
は
何
と
言
い
ま
す

か
﹂。
と
い
う
質
問
に
対
し
て﹁
ぼ
ん
や
り
歩
い
て
い
た
私
が
悪
い
ん
で
す
。
気
に

し
な
い
で
く
だ
さ
い
﹂
と
答
え
る
の
が
こ
の
タ
イ
プ
に
な
り
ま
す
。
ど
う
も
日
本

人
は
︑
私
が
悪
い
ん
で
す
︑
私
に
も
落
ち
度
が
あ
っ
た
の
で
す
︑
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
言
い
た
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
後
に
︑﹁
起
承
転
結
﹂の
話
の
展
開
で
す︵
図
17
︶。
さ
き
ほ
ど
鳥
飼
先
生
が

大
切
な
こ
と
を
最
後
に
い
う
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
外
か
ら
見
る
と
ど

う
も
分
か
り
難
い
と
い
わ
れ
て
し
ま
う
表
現
形
式
な
の
で
す
。
話
の
始
ま
り
か
ら

は
言
い
た
い
こ
と
が
見
え
て
こ
な
い
し
︑
途
中
で︵﹁
転
﹂の
部
分
︶話
が
脱
線
す

る
し
︑
最
後
ま
で
聞
か
な
い
と
結
論
が
分
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
因
果

律
で
は
な
く
︑
時
系
列
に
そ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
語
で
は
︑

理
系
の
論
文
で
も
こ
う
い
う
も
の
が
多
い
ら
し
く
︑
だ
か
ら
ノ
ー
ベ
ル
賞
が
と
れ

な
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
心
配
す
る
人
も
い
ま
す
。

で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か

他
に
も
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
色
は
沢
山
あ
る
と
思
い
ま
す
が
︑

私
た
ち
は
︑
外
か
ら
見
て
分
か
り
難
い
側
面
を
抱
え
な
が
ら
日
本
語
を
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
介
語
と
し
て
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
自
ら
気
付
く
こ

と
が
︑
こ
れ
か
ら
多
文
化
化
し
て
い
く
社
会
で
は
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
自

分
を
客
観
的
に
把
握
す
る
能
力
を
メ
タ
認
知
能
力
と
い
い
ま
す
が
︑
そ
れ
を
心

得
る
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
︑
言
語
文
化
的
背
景
の
違
う
人
と
接
触
す
る
に

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
要
す
る
に
伝
わ
る
た
め
の
表
現
方
法
を
開
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図15　コミュニケーション類型の側面

図16　コミュニケーション類型の側面（2）

•高文脈（vs.低文脈）コミュニケーション
メッセージの全体に占める言語化の量
高文脈コミュニケーション：文脈依存率が高い（典型例は
日本語）。

分かり合っていることは言わない。
言う必要がないほうがよい関係（以心伝心）

「おしゃべり」「理屈っぽい」は敬遠される。
（低文脈コミュニケーション：文脈依存率が低い。典型例
はドイツ語）

言わないことは分かり合わない。
はっきり口に出しあうほうがよい関係

聞き手（読み手）は常に推測によって発話意図を理解する

•ポライトネス
人間関係に配慮したコミュニケーション・パターン

「わきまえ」「気配り」の日本語社会
「直言居士」は敬遠される

•自己開示：自分について何を言うか、言わないか
公的自己　←……………→　私的自己

•外罰的　vs.　内罰的反応

外罰的反応： 「買ったばかりのコートなんですよ。弁償して
ください」

内罰的反応： 「ぼんやり歩いていた私が悪いんです。気にし
ないでください」

無罰的反応： 「これで、新しいコートを買う口実ができまし
たよ」

自分も他人も知っている。自分は知っているが他人は知らない。
他人は知っているが
自分は知らない。 自分も他人も知らない。

雨の日に歩道を歩いていたら、通りかかった車に泥
をはねかけられてコートが汚れました。「すみませ
ん」と謝罪する運転手に、あなたはなんと言います
か。

か
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
言
葉
に
は
︑
そ
う
い
っ

た
機
能
的
な
美
し
さ
と
︑
詩
の
言
葉
の
よ
う
な
芸
術
的
な
美
し
さ
な
ど
︑
い
ろ
い

ろ
な
美
し
さ
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
大
切
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
化
遺
産

だ
と
思
う
の
で
す
が
︑
言
語
的
背
景
を
異
に
す
る
人
が
集
ま
っ
て
共
同
で
暮
ら
す

日
本
語
社
会
︑
二
○
五
○
年
を
考
え
た
場
合
︑
今
か
ら
心
が
け
て
み
る
こ
と
が

必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
を
次
に
紹
介
し
ま
す︵
図
18
︶。

・ 

お
し
ゃ
べ
り
・
議
論
・
討
論
は
美
徳
だ
。
沈
黙
は
金
で
は
な
い
。

・ 

頭
の
体
操
の
つ
も
り
で
理
屈
っ
ぽ
く
語
り
合
お
う
。

・ 

伝
え
た
い
こ
と
は
思
い
切
っ
て
口
に
し
て
み
よ
う
。

発
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
本
日
司
会
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
野
田
尚
史
先

生
は
︑
ご
著
書﹃
な
ぜ
伝
わ
ら
な
い
︑
そ
の
日
本
語
﹄で
︑
伝
え
る
た
め
の
工
夫

の
重
要
性
を
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
日
本
人
同
士
も
伝
え
る
努
力
が
必
要
な
の
で

す
が
︑
言
語
的
背
景
の
異
な
る
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
︑
何
が
伝
わ

る
の
か
︑
伝
わ
り
難
い
の
か
を
知
る
こ
と
は
一
層
大
切
で
す
。
そ
し
て
︑
そ
の
こ

と
と
︑
美
し
い
日
本
語
と
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
の
も
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど﹁
や
さ
し
い
日
本
語
﹂
と
い
う
表
現
が
で
て
き
ま
し
た

が
︑
こ
の
場
合
の﹁
や
さ
し
い
日
本
語
﹂
に
は
︑
曖
昧
な
解
釈
や
︑
二
つ
以
上
の

解
釈
が
あ
り
得
る
よ
う
な
情
報
伝
達
の
し
か
た
を
排
除
し
て
︑
絶
対
誤
解
を
招

図17　コミュニケーション類型の側面（3）

起承転結の表現類型
　導入部分ではトピックが見えない。
　「転」のところで論理が飛躍する。
　重要なポイントは最後にならないと分からない。
　時系列にそった説明（因果律ではない）
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・ ﹁
こ
こ
は
何
も
い
わ
な
い
で
お
く
﹂
と
い
う
の
で
は
︑
実
は
何
も
伝
わ
ら
な
い
。

こ
れ
は
日
本
国
内
で
も
世
代
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
し
て
語
ら

れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
︑﹁
こ
こ
は
何
も
い
わ
な
い
で
お
こ
う
﹂は
禁
句
に

し
よ
う
。

・ 

常
に﹁
冷
え
た
ア
タ
マ
﹂
を
維
持
す
る
よ
う
に
心
が
け
る
よ
う
に
す
る
。
論
理

式
に
還
元
で
き
る
よ
う
な
情
報
伝
達
が
で
き
る
と
い
う
余
裕
を
自
分
の
頭
の
な

か
に
も
っ
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

・ 

相
手
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
を
見
抜
い
て
対
応
し
よ
う
。
相
手

が
ど
う
い
う
言
語
的
背
景
を
持
つ
人
な
の
か
に
よ
っ
て
︑
自
分
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
を
柔
軟
に
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
努
力
し
て
み
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
日
本
語
の
優
れ
た
使
い
手
に
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
提

案
し
て
︑
私
の
話
を
終
わ
り
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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図18　どうすればよいのか

• 自分の言葉に関するメタ認知能力を育て
る。

• 言語文化的背景の違う人との接触のノウハ
ウを知る。

• 伝わるための表現方法を開発する。
• 言葉には色々な美しさがあることを認識す
る。
おしゃべり・議論・討論は美徳だ。　
頭の体操のつもりで理屈っぽく語り合おう。
伝えたいことは思いきって口にしてみよう。
「ここは何も言わないでおこう」は禁句にし
よう。
常に「冷えたアタマ」を維持するように心が
けよう。
相手のコミュニケーション・スタイルを見抜
いて対応しよう。
日本語の優れた使い手になろう。
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オ
ラ
の
愛
す
る
元
気
な
日
本
・
大
好
き
な
日
本
語

山
形
弁
研
究
家
・
タ
レ
ン
ト
　
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル

講　演

5
み
な
さ
ん
今
日
は
ぁ
ー
す
ー
ー
。

ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
生
ま
れ
︑
山
形
育
ち
の
ダ
ニ
エ

ル
・
カ
ー
ル
で
す
。
本
日
は
︑
す
ご
い
堅
い
お
話
つ
う
か
︑
す
ご
く
勉
強
に
な

る
︑
た
め
に
な
る
話
ば
っ
か
し
︑
今
ま
で
あ
わ
せ
て
二
時
間
あ
っ
て
︑
す
ご
く
勉

強
に
な
っ
た
と
は
思
う
ん
で
す
が
︑
こ
れ
か
ら
三
十
分
は
あ
ん
ま
り
勉
強
に
な
ら

な
い
こ
と
を
︑
皆
様
︑
ご
覚
悟
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
も
︑
や
っ
ぱ
り
今
国
際
化
時
代
だ
か
ら
こ
そ
︑
ち
ょ
っ
と
た
め
に
な
る
話
を

考
え
な
が
ら
し
よ
ー
と
準
備
し
て
た
ん
で
す
。

三
十
年
前
の
日
本
の
現
状

今
︑
国
際
化
時
代
で
す
よ
ね
。
よ
く
使
わ
れ
る
単
語
で
す
け
ど
︑
ほ
ん
と
う

に
国
際
化
さ
れ
て
い
っ
て
ん
の
か
な
と
思
う
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
と
思
う
ん

で
す
。
ち
ょ
っ
と
一
昔
と
比
べ
て
み
て
く
だ
し
ゃ
い
。

オ
ラ
が
初
め
て
日
本
さ
き
た
の
は
三
十
五
年
前
で
す
。
昭
和
五
十
二
年
で
す
。

一
年
間
︑
奈
良
県
の
五
條
市
に
住
ん
で
ま
し
た
。
交
換
留
学
生
と
し
て
智
辯
学
園

と
い
う
野
球
で
ち
ょ
っ
と
有
名
な
高
校
に
一
年
間
留
学
し
て
︑
そ
こ
で
初
め
て
日

本
語
を
勉
強
し
た
わ
け
な
ん
で
す
。
最
初
か
ら
方
言
勉
強
し
て
た
ん
だ
︑
私
は
。

猛
烈
な
奈
良
弁
だ
っ
た
ん
で
す
︑
一
年
目
。

と
に
か
く
︑
今
か
ら
三
十
五
年
も
前
の
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
︑
日
本
は
ま
だ
国

際
化
さ
れ
て
な
か
っ
た
ね
ぇ
ー
。
も
う
︑
街
歩
い
て
る
だ
け
で
︑
道
路
の
脇
を
歩

い
て
い
る
だ
け
で
︑
こ
の
へ
ん
で
運
転
し
て
い
る
お
母
さ
ん
が
私
を
見
て
︑﹁
う

わ
ぁ
ー
︑
外
国
人
や
わ
ー
﹂
と
か
い
っ
て
て
︑
ほ
ん
で
僕
の
こ
と
ば
っ
か
見
て
ん

で
す
よ
。
運
転
し
な
が
ら
で
す
よ
。
そ
し
て
︑
前
の
車
に
軽
く
バ
ッ
ー
ン
っ
て
ぶ

つ
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
経
験
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
な
ん
と
三
十
五
年
前
に

日
本
の
田
舎
︑
た
だ
町
歩
い
て
い
る
だ
け
で
︑
私
︑
脇
見
事
故
を
起
こ
す
力
を

持
っ
て
い
た
ん
だ
。

そ
の
あ
と
二
回
目
の
留
学
は
大
学
生
の
こ
ろ
で
︑
最
初
は
大
阪
の
関
西
外
国

語
大
学
に
四
か
月
︑
そ
の
後
︑
京
都
の
二
尊
院
に
二
か
月
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
て

ち
ょ
っ
と
勉
強
し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
こ
は
大
都
会
だ
か
ら
外
国
人
け
っ
こ
う
い

た
ん
で
す
け
ど
︑
京
都
の
次
に
す
ご
ー
い
と
こ
ろ
に
い
き
ま
し
た
。
佐
渡
島
に
流

さ
れ
ま
し
た
。
別
に
悪
い
こ
と
し
た
わ
け
で
ゃ
あ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
︑
佐
渡
島
の

伝
統
芸
能
の
文
弥
人
形
を
研
究
す
る
た
め
に
渡
り
ま
し
た
。
実
際
に
人
形
遣
い

に
弟
子
入
り
し
た
ん
で
す
よ
︑
四
か
月
ば
っ
か
り
は
。

佐
渡
島
で
の
あ
る
日
の
出
来
事

師
匠
が
八
十
歳
く
ら
い
の
方
で
︑
い
ろ
い
ろ
佐
渡
弁
の
こ
と
も
教
え
て
い
た
だ

き
な
が
ら
︑
人
形
の
こ
と
を
習
っ
た
わ
け
な
ん
だ
け
ど
︑
あ
る
日
︑
突
然
︑
先
生

に
用
事
が
で
き
ま
し
て
︑
午
後
一
時
く
ら
い
に
で
か
け
な
け
り
ゃ
な
ら
な
く
な
っ
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た
。
だ
か
ら
︑﹁
ダ
ニ
エ
ル
︑
今
日
は
こ
こ
ま
で
で
い
い
ん
だ
。
あ
と
は
自
由
行

動
で
帰
っ
て
よ
い
﹂と
い
わ
れ
た
と
き
︑
ウ
ォ
ー
と
思
っ
た
ん
で
す
。

久
し
ぶ
り
に
自
由
に
な
り
ま
し
て
ね
︑
何
し
て
遊
ぼ
う
か
な
と
か
い
ろ
い
ろ

思
っ
て
︑
じ
ゃ
あ
最
初
は
村
を
ち
ょ
っ
と
探
索
す
べ
ぇ
と
。
い
ろ
い
ろ
町
回
っ
た

り
し
た
り
︑
な
ん
と
い
う
ん
で
す
か
︑
町
の
裏
っ
か
わ
の
ほ
う
に
い
っ
ぱ
い
あ
っ

た
田
ん
ぼ
︑
田
園
風
景
を
見
る
の
が
オ
ラ
大
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
で
ゃ
見
え
ね
え
光
景
だ
か
ら
ね
。
あ
ぜ
道
を
歩
き
な
が
ら
︑
タ
ニ
シ
と
か

い
ろ
い
ろ
探
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
に
足
が
ど
れ
く
ら
い
伸

び
て
ん
だ
か
と
か
︑
い
ろ
い
ろ
探
し
た
り
し
て
い
た
ん
だ
。
す
ご
ー
く
楽
し
か
っ

た
ん
で
す
。
ゆ
っ
く
り
︑
遊
び
な
が
ら
。

と
こ
ろ
が
︑
気
が
つ
か
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
︑
オ
ラ
の
後
ろ
に
あ
っ
た
農
道

に
︑
な
ん
と
︑
パ
ト
カ
ー
が
き
ま
し
た
。

お
巡
り
さ
ん
が
︑
な
か
に
座
っ
た
ま
ま
で
︑
ま
ず
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
す
ん
で
す

よ
。
エ
ッ
︑
へ
ん
な
音
だ
な
と
思
っ
て
︑
後
ろ
を
み
た
ら
︑
お
巡
り
さ
ん
が
車
か

ら
降
り
て
︑
こ
う
手
招
き
し
て
い
る
の
で
す
。

皆
さ
ん
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
︑
外
国
の
方
は
三
か
月
以
上
︑
日
本
に
住
ん

で
い
る
場
合
︑
最
寄
り
の
役
場
に
行
っ
て
︑
身
元
保
証
書
み
て
い
な
も
の
を
つ
く

ら
な
け
れ
ば
な
ん
な
い
。
今
は
運
転
の
免
許
証
の
よ
う
な
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
な
ん

だ
け
ど
︑
一
昔
前
は
︑
学
生
手
帳
み
た
い
な
ち
っ
ち
ゃ
い
本
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

そ
の
な
か
に
詳
し
く
い
ろ
い
ろ
な
情
報
も
書
か
ね
ば
な
ん
な
か
っ
た
。
ま
ず
自
分

の
名
前
︑
ロ
ー
マ
字
︑
片
仮
名
︑
家
族
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
︑
本
国
で
は

ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
︑
今
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か
。
そ
れ
か
ら
︑
日
本
に
き
て
か

ら
ど
こ
に
住
ん
で
る
か
︑
ど
う
い
う
ビ
ザ
で
き
て
ん
の
か
。
指
紋
も
十
本
全
部
捺

印
し
な
け
ゃ
な
ん
な
か
っ
た
。
本
当
に
細
か
ー
い
こ
と
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
︑
こ
れ

つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
後
は
︑
外
に
で
る
と
き
は
必
ー
ず
身
に
つ
け
て
歩
き
な
さ
い

よ
と
︑
あ
っ
ち
こ
っ
ち
の
役
場
で
い
わ
れ
た
ん
で
す
よ
。﹁
こ
れ
を
身
に
つ
け
て
い

な
け
れ
ば
逮
捕
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
﹂と
︑
何
遍
も
注
意
さ
れ
ま
し
た
。
や
っ

ぱ
り
怖
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
奈
良
で
も
つ
く
っ
た
し
︑
大
阪
で
も
京
都
で
も
︑

も
ち
ろ
ん
佐
渡
島
に
き
て
ま
た
つ
く
っ
た
ん
だ
け
ど
︑
た
だ
︑
ず
う
っ
と
持
ち
っ

ぱ
な
し
で
︑
だ
せ
と
い
わ
れ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
だ
っ
た
ん
で
す
。
だ
せ
っ
て

い
っ
て
い
る
の
が
︑
ま
た
お
巡
り
さ
ん
だ
か
ら
︑
ち
ょ
っ
と
ギ
ク
ッ
と
き
ま
し
た

ね
。

ダニエル・カール
米国カリフォルニア州モンロビア市出身。
高校時代、交換留学生として奈良県智辯学園に1年間在日。大学生時代、大
阪の関西外国語大学に4か月学び、その後、京都の二尊院に2か月ホームステ
イ、佐渡島で4か月文弥人形遣いの弟子入りをした。米国で大学卒業後、日本
に戻り、文部省英語指導主事助手として山形県に赴任し、3年間英語教育に従
事した。その後、上京し、セールスマンを経て、翻訳・通訳会社を設立、25
年前からテレビ・ラジオ等の仕事を兼務して現在に至る。
主な出演番組は、「Your Japanese Kitchen」 （NHK国際2007年4月～）、「ぶら
り途中下車の旅」 （NTV）、「生活ほっとモーニング」 （NHK総合TV）、「どんど
晴れ」 （NHK総合TV　朝の連続TV小説2007年4月～ 9月）ほか。
著書は、『ダニエル・カールの国際交流入門』 （ぎょうせい、1994年）、『ダニ
エル先生ヤマガタ体験記』 （集英社、2000年）、『オラが心の日本アメリカ』

（NHK出版、2001年）、『使える英語はこう学ぶ』CD付（東京書籍、2001年）、
『ジャパングリッシュ DAMEDAS講座―なぜか“英語ツウ”になれちゃう』 （東
峰書房、2006年）ほか
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﹁
あ
れ
っ
︑
僕
の
外
国
人
登
録
書
で
す
か
。
こ
れ
で
す
﹂
と
だ
し
た
ら
︑
お
巡

り
さ
ん
が﹁
こ
こ
で
待
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
っ
て
︑
車
に
戻
っ
て
無
線
で
え
ん

え
ん
と
誰
か
と
話
し
て
ん
だ
。﹁
ふ
ぉ
に
ゃ
︑
ふ
ぉ
に
ゅ
﹂
と
か
い
っ
て
。
そ
し

て
︑
何
遍
も
オ
ラ
の
証
明
書
に
つ
い
て
る
写
真
を
見
て
︑
オ
ラ
の
顔
を
見
て
︑
写

真
を
見
て
︑
オ
ラ
の
顔
を
見
て
︑
ほ
ん
と
う
に
本
人
な
の
か
ど
う
か
確
か
め
て
ん

で
す
よ
。

警
察
署
に
て

し
ば
ら
く
し
た
ら
戻
っ
て
き
て
︑
お
巡
り
さ
ん
が﹁
一
緒
に
署
に
き
て
く
だ
さ

い
﹂っ
て
い
う
ん
で
す
。﹁
な
ん
で
オ
ラ
が
警
察
署
に
い
が
ね
ば
な
ん
ね
え
ん
で
す

か
﹂
と
聞
い
た
ら
︑﹁
い
い
か
ら
乗
っ
て
く
だ
さ
い
。
パ
ト
カ
ー
に
﹂。
そ
ん
で
︑

後
ろ
の
ほ
う
に
乗
っ
て
︑
ド
ア
を
締
め
た
。
お
巡
り
さ
ん
は
車
を
運
転
し
な
が

ら
︑
な
ん
と
︑
ラ
イ
ト
照
ら
し
て
︑
走
っ
た
ん
だ
。

﹁
エ
ッ
︑
ど
う
な
っ
て
ん
だ
。
オ
ラ
今
逮
捕
さ
れ
た
。
よ
く
わ
か
ん
ね
ー
な
﹂。

後
ろ
の
ほ
う
で
だ
ん
だ
ん
心
配
に
な
っ
て
ん
で
す
よ
。

警
察
署
に
つ
い
て
︑
座
り
心
地
の
悪
い
椅
子
に
案
内
さ
れ
て
︑
座
っ
た
。
そ

し
た
ら
︑
そ
の
お
巡
り
さ
ん
消
え
っ
ち
ま
っ
た
ん
で
す
よ
。
周
り
に
座
っ
て
ん
の

は
︑
か
ら
だ
の
ゴ
ツ
イ
警
部
さ
ん
ば
っ
か
し
な
ん
で
し
ゅ
。
だ
ん
だ
ん
怖
く
な
っ

て
き
た
ん
だ
。
オ
ラ
ど
う
な
っ
て
ん
だ
ー
と
思
っ
て
。
し
ば
ら
く
し
た
ら
︑
警
察

署
長
さ
ん
が
で
て
く
る
ん
で
す
よ
。
向
か
い
の
椅
子
に
座
っ
て
︑
私
の
登
録
証
を

見
て
い
て
︑

﹁
名
前
は
な
ん
と
発
音
す
る
ん
だ
﹂

﹁
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
で
す
﹂

﹁
年
は
い
く
つ
だ
﹂

﹁
十
九
歳
で
す
﹂

﹁
佐
渡
島
で
な
に
し
て
ん
だ
﹂

﹁
人
形
習
っ
て
る
だ
︑
ニ
ン
ギ
ョ
ー
︑
文
弥
人
形
で
す
﹂

﹁
ど
こ
に
住
ん
で
る
ん
だ
﹂

﹁
若
林
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
下
宿
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
﹂

﹁
結
婚
し
て
ま
す
か
﹂

質
問
が
だ
ん
だ
ん
へ
ん
に
な
っ
て
ん
だ
け
ど
︑
い
ち
お
う
署
長
さ
ん
が
聞
い
て

ん
だ
か
ら
︑
素
直
に
答
え
ま
し
た
。
こ
れ
が
十
分
︑
十
五
分
く
ら
い
ず
う
っ
と
続

い
て
︑
質
問
さ
れ
っ
ぱ
な
し
で
全
部
素
直
に
答
え
ま
し
た
。

そ
れ
で
︑
や
っ
と
︑
質
問
が
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
︑﹁
署
長
さ
ん
︑
ど
う
し

て
私
を
警
察
署
に
呼
ん
だ
ん
で
す
か
﹂。
そ
し
た
ら
︑﹁
エ
エ
ッ
︑
い
や
ー
ぁ
。
こ

の
佐
渡
島
で
は
外
国
人
さ
ん
が
と
っ
て
も
珍
し
い
も
の
で
ね
︑
た
だ
会
っ
て
み
た

か
っ
た
だ
け
で
す
よ
﹂
と
い
う
ん
で
す
よ
。﹁
も
ー
う
早
く
い
っ
て
く
だ
さ
い
よ
。

心
配
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
﹂
と
か
い
っ
た
ら
︑﹁
ゴ
メ
ン
ゴ
メ
ン
︑
ゴ
メ
ン
ゴ
メ

ン
﹂。
そ
の
後
︑
お
茶
が
で
て
な
ご
や
か
に
い
ろ
い
ろ
お
話
が
で
き
ま
し
た
ん
で

す
が
︑
お
茶
︑
二
十
杯
く
ら
い
飲
み
ま
し
た
ね
。

わ
ず
か
三
十
五
年
前
ま
で
の
こ
と
。
日
本
は
こ
う
い
う
世
界
だ
っ
た
ん
で
す

よ
。
地
方
で
は
外
国
人
が
す
ご
ー
く
珍
し
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

山
形
県
下
の
中
・
高
等
学
校
で

山
形
県
に
い
っ
た
こ
ろ
は
ま
さ
に
そ
う
だ
っ
た
。
文
部
省
英
語
指
導
主
事
助
手

と
し
て
︑
山
形
県
で
初
め
て
の
外
国
人
の
先
生
だ
っ
た
ん
で
す
。
史
上
初
の
外
国

人
の
先
生
な
ん
で
す
︑
山
形
県
で
は
。
今
人
数
は
ふ
え
て
ん
で
す
が
︑
昔
は
各
都

道
府
県
に
一
人
か
二
人
く
ら
い
し
か
い
ね
ー
か
っ
た
ん
で
す
。
オ
ラ
が
山
形
県
で

は
た
っ
た
一
人
の
英
語
指
導
主
事
助
手
で
し
た
。
だ
か
ら
︑
仕
事
が
ハ
ー
ド
で
す

よ
。
毎
日
出
張
し
て
違
う
市
町
村
に
行
っ
て
︑
違
う
学
校
で
子
ど
も
た
ち
に
英
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語
を
教
え
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
毎
日
違
う
学
校
で
教
え
る
ん
で
す
よ
。
中

学
校
︑
高
等
学
校
あ
わ
せ
て
二
百
十
校
が
全
部
オ
ラ
の
も
ん
だ
っ
た
ん
だ
。
だ
か

ら
︑
毎
日
私
は
似
た
よ
う
な
仕
事
を
し
て
ん
だ
け
ど
︑
毎
日
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

で
は
外
国
人
が
現
れ
て
き
た
の
が
い
わ
ゆ
る
史
上
初
な
ん
だ
あ
ー
。
大
騒
ぎ
で
す

よ
。
ま
い
に
ー
ち
。

典
型
的
な
例
を
い
え
ば
︑
学
校
の
門
を
く
ぐ
っ
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
歩
い
て
玄
関

に
向
か
っ
て
い
る
と
き
は
︑
教
室
か
ら
私
は
ま
る
見
え
な
ん
で
す
。
生
徒
さ
ん
が

オ
ラ
が
現
れ
た
ら
︑
み
ー
ん
な
窓
際
の
ほ
う
に
走
っ
て
く
る
ん
で
す
。
授
業
中
で

あ
ろ
う
が
な
ん
で
あ
ろ
う
が
関
係
ね
え
ん
で
す
。
み
ん
な
ウ
ワ
ー
ッ
と
か
く
る
わ

け
。
窓
を
開
け
て
上
か
ら
オ
ラ
を
見
て
︑﹁
お
ー
っ
︑
外
国
人
の
せ
ぇ
ん
せ
ぇ
い

が
現
れ
た
ぁ
ー
﹂︑﹁
本
物
だ
ー
﹂︑﹁
本
物
だ
ー
﹂
と
か
い
っ
た
り
し
て
。
聞
こ
ん

だ
け
ど
︑
私
は
い
ち
お
う
︑
ま
た
始
ま
っ
た
な
あ
ー
と
。

そ
の
あ
と
は
必
ず
︑
ほ
と
ん
ど
毎
日
︑
同
じ
騒
ぎ
が
始
ま
る
ん
で
す
よ
。﹁
英

語
の
先
生
が
き
た
ん
だ
か
ら
︑
英
語
で
挨
拶
し
た
ほ
う
が
え
が
ん
べ
ぇ
﹂
と
か
い

う
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
て
い
て
も
み
ん
な
恥
ず
か
し
が
る
。﹁
私
︑
英
語
苦
手
だ

か
ら
お
前
こ
そ
や
ん
よ
﹂︑﹁
オ
ラ
ー
も
だ
め
だ
か
ら
お
前
い
っ
て
や
ー
﹂
と
い
っ

た
り
し
て
︑
指
の
差
し
合
い
に
な
っ
て
い
て
︑
大
騒
ぎ
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
。

そ
の
な
か
か
ら
必
ず
一
人
が
で
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
心
臓
に
毛

の
生
え
て
い
る
人
が
。
野
球
チ
ー
ム
の
キ
ャ
プ
テ
ン
な
ん
か
︑
生
徒
会
長
さ
ん
み

た
い
な
存
在
が
。

﹁
何
︑
外
国
人
先
生
が
き
た
っ
て
︑
あ
っ
︑
ほ
ん
と
だ
。
挨
拶
わ
ー
︑
え
っ
︑

ま
だ
挨
拶
し
て
ね
ー
の
ん
か
。
だ
め
じ
ゃ
ー
ん
︑
お
め
い
ら
。
じ
ゃ
︑
オ
ラ
英

語
得
意
だ
か
ら
︑
オ
ラ
が
英
語
で
挨
拶
す
っ
ぺ
え
っ
。
み
ん
な
よ
く
聞
く
ん
だ

ゾ
ー
。
い
く
ぞ
ー
﹂︑﹁
ヘ
ー
イ
︑
デ
ィ
ス
イ
ズ
ア　

ペ
ー
ン
﹂
と
い
っ
た
り
す
る

ん
で
す
よ
。
ま
い
ー
に
ち
だ
ー
。
別
に
ペ
ン
な
ん
か
持
っ
て
ね
ー
ん
の
に
。

現
在
の
状
況

今
は
す
ご
い
時
代
で
す
。
外
国
人
の
せ
ぇ
ん
せ
ぇ
え
は
︑
オ
ラ
が
き
て
た
こ
ろ

は
七
十
人
︑
英
語
指
導
主
事
助
手
し
か
っ
い
ね
か
っ
た
ん
だ
け
ど
︑
今
四
千
五
百

人
く
ら
い
い
る
ん
で
す
。
ボ
ン
ボ
ン
ボ
ン
ボ
ン
外
国
人
が
増
え
て
き
た
。
お
も
し

ろ
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
︑
な
ん
っ
て
い
う
ん
か
︑
皆
さ
ん
の
な
か
に
は
い
ま
だ
に
ち
ょ
っ
と
だ

け
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
だ
。

外
国
人
の
顔
を
見
た
だ
け
で
︑﹁
あ
っ
︑
英
語
で
し
ゃ
べ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ん
だ
ー
﹂
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
外
国
人
が
対
向
的

に
歩
い
て
く
る
だ
け
で
︑
道
を
わ
た
っ
て
反
対
側
を
歩
く
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
く

ら
い
な
も
ん
な
ん
で
す
よ
。
な
ん
で
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
と
︑
や
っ
ぱ
り
言
葉

が
通
じ
ね
ー
え
ん
だ
。
悪
い
先
入
観
︑
皆
さ
ん
︑
い
ま
だ
に
持
っ
て
い
る
方
が
多

い
よ
う
で
す
よ
ね
。
そ
の
古
い
先
入
観
ち
ゅ
う
の
が
︑
外
国
人
イ
コ
ー
ル
︑
チ
ン

プ
ン
カ
ン
プ
ン
。

で
も
︑
今
は
違
う
ん
だ
。
平
成
時
代
は
違
い
ま
す
よ
。
今
日
本
に
住
ん
で
い
る

外
国
人
の
七
割
以
上
の
方
が
︑
日
常
生
活
に
困
ら
な
い
ほ
ど
の
日
本
語
力
を
す
で

に
身
に
つ
け
て
ん
で
す
よ
。
も
ち
ろ
ん
人
に
よ
っ
て
バ
ラ
ツ
キ
は
あ
り
ま
す
。
す

ご
い
上
手
な
人
も
い
れ
ば
︑
ま
あ
ま
だ
片
言
の
人
も
い
る
ん
だ
ど
も
︑
あ
る
程
度

し
ゃ
べ
れ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
︑
皆
さ
ん
︑
そ
の
古
い
先
入
観
︑
捨
て
て
く
だ
さ

い
。
外
国
人
イ
コ
ー
ル
︑
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
と
い
う
古
い
先
入
観
を
捨
て
て
︑

新
し
い
先
入
観
と
取
り
替
え
て
く
だ
さ
い
。
入
れ
か
ー
え
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い

先
入
観
は
︑
外
国
人
イ
コ
ー
ル
︑
あ
る
て
ぃ
ー
ど
日
本
語
が
わ
か
る
ん
だ
あ
。
こ

れ
に
差
し
替
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
︑
こ
れ
か
ら
の
話
は
役
に
立
つ
ん
で
す
。
ち
ゅ

う
こ
と
は
︑
道
ば
た
で
︑
外
国
人
に
ば
っ
た
り
出
会
っ
た
場
合
は
︑
日
本
語
で
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し
ゃ
べ
っ
て
も
い
い
ん
で
す
。
だ
い
た
い
の
場
合
は
︑
オ
ッ
ケ
ー
な
ん
で
す
。
あ

ん
ま
り
問
題
は
ね
え
ん
だ
。

外
国
人
に
と
っ
て
の
日
本
語
の
落
と
し
穴

た
だ
し
︑
日
本
語
と
い
う
国
の
言
葉
︑
日
本
語
で
い
う
国
語
に
は
︑
い
く
つ
か

の
落
と
し
穴
が
あ
る
ん
で
す
。
外
国
人
に
と
っ
て
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
特
徴
が

い
く
つ
か
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
て
皆
さ
ん
に
お
教
え
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

ま
ん
ず
最
初
は
︑
こ
の
単
語
を
皆
さ
ん
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
主
語
。
主

語
っ
て
い
う
の
は
︑
み
な
さ
ん
︑

英
語
を
勉
強
な
さ
っ
た
と
き
習

い
ま
す
よ
ね
。
S
V
O
の
英
語

の
順
番
を
覚
え
て
︑
最
初
の
S

が
サ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
︑
日
本
語
に

訳
す
と
主
語
。﹁
私
は
︑
大
阪

へ
︑
行
き
ま
す
﹂
と
い
う
文
章

だ
っ
た
ら
︑
主
語
は
︑
わ
か
り

ま
す
よ
ね
。﹁
私
は
﹂。
こ
の
文

章
の
主
人
公
が
主
語
に
な
る
わ

け
で
す
ね
。
こ
の
主
語
は
︑
外

国
の
言
葉
に
と
っ
て
︑
た
い

へ
ー
ん
大
切
な
も
の
な
ん
で
す
。

英
語
で
も
ド
イ
ツ
語
で
も
︑
ロ

シ
ア
語
も
だ
い
た
い
そ
う
だ
し
︑

主
語
は
︑
一
つ
一
つ
の
発
言
の

な
か
に
必
ず
い
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
は

い
っ
て
な
い
と
︑
だ
い
た
い
ペ
ケ
に
な
る
っ
て
い
う
ル
ー
ル
に
な
っ
て
る
ん
で
す
。

そ
れ
が
だ
い
た
い
世
界
共
通
的
な
と
こ
ろ
な
ん
だ
。

け
ど
も
︑
日
本
語
と
い
う
言
葉
は
︑
こ
の
主
語
を
︑
使
わ
ね
ぇ
。
で
き
る
だ

け
主
語
を
落
と
し
て
皆
さ
ん
し
ゃ
べ
る
ん
で
す
よ
ね
。
長
ー
い
会
話
し
て
い
る
と

き
︑
冒
頭
で
は
そ
れ
を
い
う
ん
か
も
し
ん
ね
ー
け
ど
︑
そ
の
あ
と
そ
れ
を
落
と
し

て
ず
う
っ
と
し
ゃ
べ
り
続
け
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
︑
途
中
か
ら
そ
れ
を
聞
き
に

は
い
っ
た
人
は
︑
誰
の
話
を
し
て
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
特
徴

な
ん
で
す
。
こ
の
主
語
が
な
け
れ
ば
︑
外
国
人
に
は
じ
れ
っ
た
い
ん
だ
。
誰
の
話

を
し
て
ん
か
と
。
毎
回
い
わ
な
い
と
︑
な
あ
ー
ん
か
︑
情
報
が
物
足
り
な
い
よ
う

な
気
が
す
る
。

栗
山
さ
ん
の
家
で
の
出
来
事

僕
が
初
め
て
こ
れ
に
ぶ
つ
か
っ
た
の
は
︑
奈
良
の
と
き
だ
っ
た
。
住
ん
で
い
た

の
が
栗
山
さ
ん
と
い
う
ご
家
庭
で
し
た
。
栗
山
さ
ん
と
こ
に
男
の
子
が
二
人
い
た

ん
で
す
。
僕
の
弟
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
け
ど
︑
上
の
弟
の
ミ
キ
ち
ゃ
ん
が
︑
あ

る
日
︑
玄
関
で
︑
あ
る
発
言
を
し
ま
し
た
。
玄
関
で
す
か
ら
ご
存
じ
の
よ
う
に
︑

﹁
行
っ
て
き
ま
ー
す
﹂
と
い
う
表
現
で
し
た
。
こ
の﹁
行
っ
て
き
ま
ー
す
﹂の
︑
な

に
が
問
題
だ
︑
と
思
わ
れ
る
か
も
し
ん
な
い
ん
だ
け
ど
︑
こ
れ
は
外
国
人
に
と
っ

て
は
ね
え
ー
︑
考
え
て
も
み
て
く
だ
さ
い
。
な
ん
で
外
国
人
に
わ
か
り
に
く
い
か

ち
ゅ
っ
た
ら
︑
行
っ
て
き
ま
す
と
い
う
表
現
を
そ
の
ま
ん
ま
英
語
に
訳
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。﹁
g
o
︑
c
o
m
e
﹂。
動
詞
し
か
な
い
じ
ゃ
ー
な
い
で
す
か
︑
こ
れ

は
。
な
ー
ん
に
も
つ
い
て
ね
ー
ん
で
す
よ
︑
情
報
が
。

だ
か
ら
ミ
キ
ち
ゃ
ん
が﹁
行
っ
て
き
ま
ー
す
﹂
と
い
っ
た
と
き
︑
私
は
思
わ
ず

聞
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。﹁
誰
が
﹂っ
て
。
す
る
と
ミ
キ
ち
ゃ
ん
が
︑﹁
ハ
ァ
ー
﹂と
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か
い
う
わ
け
な
ん
で
す
。﹁
誰
が
﹂
と
聞
か
れ
た
ら
︑

日
本
人
の
ほ
う
が
と
ま
ど
う
わ
け
。﹁
誰
が
﹂
と
聞
か

れ
て
︑﹁
あ
の
な
ぁ
ー
︑
ダ
ニ
エ
ル
。
誰
が
っ
て
い
っ
た

ら
︑
行
っ
て
き
ま
す
と
ゆ
う
た
人
が
行
く
に
決
ま
っ
て

い
る
だ
ろ
う
が
﹂
と
。
お
お
ー
︑
な
る
ほ
ど
な
と
思
っ

た
ん
だ
。

次
に
聞
い
た
の
が
︑﹁
ど
こ
へ
﹂。
そ
れ
も
い
っ
て
い

な
い
ん
だ
か
ん
ね
。
聞
い
た
ら
︑
ま
た
ミ
キ
ち
ゃ
ん

が
︑﹁
は
ぁ
ー
っ
。
あ
の
な
あ
ー
︑
学
生
服
を
着
て
る

や
ろ
。
学
生
服
着
て
て
︑
行
っ
て
き
ま
ー
す
と
い
っ
た

ら
︑
学
校
に
行
っ
て
く
る
に
決
ま
っ
て
っ
て
る
や
ろ
う

が
﹂
と
。﹁
ほ
お
ー
︑
な
る
ほ
ど
。
服
装
を
み
て
決
め

る
も
ん
な
ん
だ
ぁ
ー
﹂と
。

去
っ
た
あ
と
︑
玄
関
の
脇
で
ち
ょ
っ
と
考
え
こ
ん

で
い
て
︑
よ
ぉ
ー
わ
か
ら
な
い
な
と
思
っ
て
い
た
と

き
︑
お
父
さ
ん
が
で
か
け
よ
う
と
し
た
ん
だ
。
お
父
さ

ん
が
そ
こ
で
︑﹁
行
っ
て
き
ま
ー
す
﹂
と
い
っ
た
か
ら
︑

ち
ょ
っ
と
意
地
悪
に
︑﹁
誰
が
ぁ
ー
﹂っ
て
聞
い
て
み
た
ん
だ
。
お
父
さ
ん
が
︑

﹁
俺
が
俺
が
﹂
と
い
う
か
ら
︑﹁
ど
こ
へ
﹂っ
て
聞
い
た
ら
︑﹁
は
ぁ
ー
︑
ほ
ら
︑
ネ

ク
タ
イ
を
し
っ
か
り
し
め
て
る
や
ろ
ー
︑
背
広
着
て
る
や
ろ
ー
︑
こ
れ
か
ら
会
社

だ
よ
﹂と
か
い
わ
れ
た
か
ら
︑
や
っ
ぱ
り
服
装
を
見
て
決
め
る
も
ん
だ
と
思
っ
た
。

﹁
よ
ー
し
︑
こ
れ
で
わ
か
っ
た
﹂
と
思
っ
た
ら
︑
五
分
後
に
今
度
は
お
母
さ
ん

が
で
か
け
ん
だ
。
お
母
さ
ん
が
そ
こ
で
︑﹁
行
っ
て
き
ま
あ
ー
す
﹂
と
い
っ
た
か

ら
︑
ま
た
意
地
悪
に
︑﹁
誰
が
ぁ
ー
﹂っ
て
聞
い
て
︑
お
母
さ
ん
が﹁
わ
た
し
や
︑

わ
た
し
﹂
と
。
そ
の
あ
と
お
母
さ
ん
の
服
装
を
見
て
︑
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

あ
ー
。
い
つ
も
の
服
を
着
て
る
じ
ゃ
あ
な
い
で
す
か
。

こ
れ
じ
ゃ
あ
わ
か
ら
ん
な
っ
て
思
っ
て
︑﹁
お
母
さ
ん
︑

ど
こ
に
行
く
ん
で
す
か
﹂
と
聞
い
た
ら
︑
お
母
さ
ん

が﹁
ほ
ら
ほ
ら
︑
ぶ
ら
さ
げ
て
い
る
も
の
は
な
ん
だ
か

わ
か
る
か
ぁ
ー
。
買
い
物
袋
や
ろ
ー
。
買
い
物
袋
を

し
ょ
っ
て
で
か
け
る
と
き
は
買
い
物
し
に
行
っ
て
く
る

に
決
ま
っ
て
ん
や
ろ
う
ー
が
。
ダ
ニ
エ
ル
さ
ん
︑
あ
っ

た
り
ま
え
や
な
い
か
﹂
と
い
わ
れ
た
ん
で
す
よ
。
お
母

さ
ん
が
あ
っ
た
り
ま
え
や
な
い
か
と
か
い
う
ん
だ
け

ど
︑
外
国
人
に
と
っ
て
︑
じ
ぇ
ん
じ
ぇ
ん
当
た
り
前

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
だ
っ
て
︑
な
に
も
い
っ
て
ね
え

ん
で
す
。
動
詞
し
か
い
っ
て
ね
ぇ
ー
わ
け
で
し
ゅ
。
何

を
い
っ
た
か
と
い
う
と
︑﹁
g
o
︑
c
o
m
e
﹂。
こ
れ

だ
け
な
ん
だ
。
情
報
が
な
に
も
つ
い
て
な
い
。
こ
れ
は

強
烈
な
例
な
ん
だ
け
ど
︑
日
本
人
の
み
な
さ
ん
は
こ
う

い
う
と
こ
ろ
け
っ
こ
う
得
意
な
ん
で
す
よ
。
全
部
い
わ

な
く
て
も
わ
か
る
べ
え
ー
っ
ち
ゅ
う
と
こ
ろ
が
。
こ
れ

日
本
語
の
特
徴
だ
。
で
き
る
だ
け
し
ゃ
べ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
︑
相
手
に
そ
の
理

解
を
ま
か
せ
る
ち
ゅ
う
と
こ
ろ
が
一
つ
あ
る
ん
で
し
ゅ
よ
。

以
心
伝
心
は
テ
レ
パ
シ
ー
、
外
国
人
に
は
通
じ
な
い

以
心
伝
心
み
た
い
な
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
し
ゅ
。
気
配
り
だ
と
か
︑
腹

芸
︑
腹
探
り
︑
察
し
察
す
る
こ
と
。
ね
え
っ
。
顔
色
を
み
る
。
こ
れ
ら
を
全
部
英

語
に
翻
訳
し
た
場
合
は
ど
う
な
る
か
わ
か
る
。

テ
レ
パ
シ
ィ
ー
。
こ
れ
全
部
テ
レ
パ
シ
ィ
ー
な
ん
で
す
よ
。
つ
ま
り
︑
外
国
人
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の
立
場
か
ら
い
う
と
︑
こ
れ
全
部
超
能
力
に
な
っ
て
る
わ
け
な
ん
で
す
。
日
本
人

の
ど
っ
か
︑
で
き
が
違
う
ん
だ
よ
な
。
人
の
相
手
の
︑
な
ん
ち
ゅ
う
か
︑
そ
う
い

う
と
こ
ろ
ま
で
想
像
で
き
る
と
い
う
の
が
得
意
で
す
。
み
な
さ
ん
小
さ
ー
い
こ
ろ

か
ら
練
習
し
て
い
る
わ
け
な
ん
だ
か
ら
︑
う
ま
い
わ
け
な
ん
で
す
が
︑
日
本
に
き

て
︑
ま
だ
五
年
と
か
十
年
く
ら
い
し
か
た
っ
て
ね
ー
人
た
ち
に
は
︑
こ
う
い
う
と

こ
ろ
は
ち
ょ
っ
と
弱
い
か
ら
︑
ち
ょ
っ
と
だ
け
︑
な
ん
と
い
う
ん
で
す
か
︑
あ
わ

せ
て
︑
し
ゃ
べ
る
と
き
は
情
報
を
足
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。﹁
行
っ
て
き
ま
す
﹂

だ
け
じ
ゃ
あ
な
く
て
︑
ま
ず
最
初
︑﹁
あ
の
な
﹂っ
て
い
っ
て
く
だ
し
ゃ
い
。
注
目

を
ひ
っ
ぱ
っ
て
か
ら
︑﹁
私
は
︑
こ
れ
か
ら
︑
学
校
へ
︑
行
っ
て
き
ま
す
﹂。﹁
四

時
ご
ろ
帰
り
ま
す
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
留
守
番
頼
む
よ
﹂。
こ
こ
ま
で
し
ゃ
べ
っ
て

く
れ
れ
ば
︑
ど
ん
な
外
国
人
で
も
︑﹁
が
っ
て
ん
だ
﹂
と
か
い
っ
て
く
れ
ん
だ
か

ら
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
ね
ー
。
文
法
の
曖
昧
な
と
こ
ろ
と
︑
こ
の
単

語
の
曖
昧
な
と
こ
ろ
。

も
っ
と
も
誤
解
さ
れ
や
す
い
比
喩

ほ
か
に
も
取
り
上
げ
た
い
話
題
が
山
ほ
ど
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
︑
オ
ラ
け
っ
こ

う
お
し
ゃ
べ
り
だ
か
ら
︑
も
う
時
間
が
終
わ
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
よ
ね
。

簡
単
に
お
さ
ら
い
し
ま
す
。
気
い
つ
け
な
け
れ
ば
な
ん
な
い
と
こ
ろ
は
い
ろ
い

ろ
あ
る
ん
で
す
。
比
喩
的
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
と
か
︑
こ
れ
も
ま
た
外
国
人
︑

混
乱
し
て
ん
で
す
よ
。
こ
れ
が
日
本
語
の
な
か
で
一
番
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
で
あ

り
な
が
ら
︑
一
番
誤
解
し
や
す
い
も
の
な
ん
で
す
。
比
喩
的
に
使
わ
れ
て
い
る
︑

直
訳
で
き
ね
ぇ
ー
表
現
。
た
と
え
ば
︑
顔
が
広
い
。
オ
ラ
初
め
て
顔
が
広
い
と
聞

い
た
と
き
︑
ビ
ッ
ク
ラ
し
ま
し
た
ね
。
な
ん
で
人
の
顔
の
大
き
さ
を
い
う
ん
で
す

か
︑
失
礼
じ
ゃ
ね
え
か
っ
て
思
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
と
︑
お
客
さ
ん
の
こ
と
。﹁
あ
の
お
客
さ
ん
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
く
る
ん
で
の

う
ー
︑
い
つ
も
く
る
と
尻
が
重
い
﹂
と
か
い
う
ん
で
す
。
誰
が
計
る
ん
で
す
か
︑

そ
ん
な
も
ん
。
や
や
こ
し
い
こ
と
た
く
さ
ー
ん
あ
り
ま
す
よ
ネ
ー
。

み
の
も
ん
た
さ
ん
に
も
︑
こ
の
あ
い
だ
へ
ん
な
の
い
わ
れ
ま
し
た
。
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
の
あ
い
だ
に
な
ん
か
し
ゃ
べ
っ
て
い
て
︑﹁
デ
パ
ー
ト
に
い
っ
て
て
︑
ほ
し

い
も
の
見
つ
け
た
﹂
と
か
い
っ
て
て
︑
僕
が
ち
ょ
っ
と
︑﹁
え
っ
ー
︑
ど
れ
く
ら
い

欲
し
か
っ
た
で
す
か
あ
ー
﹂と
か
聞
い
た
ら
︑﹁
や
ぁ
ー
︑
喉
か
ら
手
が
で
る
ほ
ど

欲
し
く
な
り
ま
し
た
﹂と
い
わ
れ
て
︑﹁
え
え
っ
ー
っ
﹂と
。
オ
ラ
意
味
が
わ
か
ら

な
く
て
︑
昼
飯
に
何
を
く
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
。
こ
う
い
う
表
現
は
︑
ほ
ん
と
ー

に
ね
。

比
喩
を
使
う
と
き
の
お
願
い

皆
さ
ん
勘
違
い
し
ね
ー
で
く
だ
し
ゃ
い
。
外
国
人
の
友
だ
ち
と
話
を
し
て
い
る

と
き
︑
こ
う
い
う
の
を
使
う
な
っ
と
︑
オ
ラ
絶
対
に
い
わ
な
い
ん
で
す
。
反
対
で

す
。
バ
ン
バ
ン
︑
バ
ン
バ
ン
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
使
っ
て
も
︑
こ
れ
は
日
本
語
の

ミ
ソ
な
ん
で
す
よ
。
こ
り
に
こ
っ
て
や
っ
と
で
き
て
き
た
日
本
語
の
宝
石
み
て
ー

え
な
も
の
な
ん
で
す
よ
。
外
国
人
も
こ
う
い
う
の
毎
日
一
つ
か
二
つ
く
ら
い
覚
え

る
の
が
趣
味
だ
と
い
っ
て
い
る
人
が
い
る
わ
け
な
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
バ
ン
バ
ン
︑

バ
ン
バ
ン
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
︑
一
つ
だ
け
お
願
い
が
あ
る
ん
で
す
。
使
っ
た
あ
と
に
で
す
よ
︑
必

ず
︑
説
明
も
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
説
明
が
ね
ぇ
ー
と
︑﹁
え
え
っ
ー
︑
ど
う
な
っ

て
ん
だ
あ
ー
︑
こ
の
会
話
﹂っ
て
思
わ
れ
ま
す
の
で
︑
是
非
と
も
こ
う
い
う
と
こ

ろ
も
︑
気
い
つ
け
て
く
ん
し
ゃ
い
。

ほ
か
に
も
山
ほ
ど
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
が
︑
今
度
ま
た
ね
︑
別
の
講
演
︑
あ
ち

こ
ち
で
や
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
長
い
時
間
ご

清
聴
︑
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

	

鳥
飼
玖
美
子
／
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
／
莫　
　

邦
富

	

西
原　

鈴
子
／
迫
田
久
美
子
／
野
田　

尚
史
︵
司
会
︶

野
田
　
こ
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
︑
ま

ず
︑
皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
質
問
に
お
答
え
し

て
︑
そ
の
あ
と
各
先
生
に
そ
れ
に
付
け
加
え
て
い

た
だ
く
か
た
ち
で
進
め
て
い
き
ま
す
。

な
お
︑
本
日
︑
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
先
生
は
次

の
ご
予
定
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
︑
ご
本
人
は

の
ん
び
り
構
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
︑
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
か
ら
必
ず
四
時
半
に
は
で
ら
れ
る
よ
う

に
と
し
つ
こ
く
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
︑
最
初野田尚史

に
カ
ー
ル
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
き
ま
す
。
で
は
︑

カ
ー
ル
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

趣
味
の
映
画
を
通
し
て
語
学
を
学
習

カ
ー
ル
　
こ
の
あ
と
仕
事
が
は
い
っ
た
よ
う
で
︑
時

間
と
か
全
然
意
識
し
て
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
︑
す
い

ま
せ
ん
。
質
問
を
二
つ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
つ
は
︑

福
田
さ
ん
か
ら
で
す
。﹁
日
本
人
が
英
語
を
効
率
的
に

学
ぶ
方
法
で
︑
お
勧
め
の
方
法
を
ご
教
示
く
だ
さ
い
。

特
に
リ
ス
ニ
ン
グ
強
化
法
を
お
願
い
し
ま
す
﹂。
よ

く
聞
か
れ
る
質
問
で
す
。
こ
れ
や
っ
ぱ
難
し
い
で
す
。

人
に
よ
っ
て
使
い
や
す
い
教
材
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。

い
ろ
い
ろ
な
教
材
が
世
の
中
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
け

ど
︑
自
分
に
あ
っ
た
教
材
を
選
ぶ
の
が
と
っ
て
も
大

切
で
す
。
興
味
の
あ
る
分
野
を
通
じ
て
外
国
語
を
勉

強
す
る
の
が
ベ
ス
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

私
も
昔
︑
英
語
指
導
主
事
助
手
や
っ
て
い
た
と
き
︑

教
科
書
と
か
見
た
ん
で
す
。
た
と
え
ば
︑
高
校
生
が

勉
強
し
て
い
る
英
語
の
文
法
と
か
を
教
え
る
わ
け
な

ん
で
す
け
ど
︑
中
身
が
︑
た
と
え
ば
︑
国
連
で
の

法
律
の
決
め
方
と
い
っ
た
堅
い
話
題
と
か
取
り
上

げ
て
も
︑
世
の
中
百
人
の
う
ち
何
人
の
高
校
生
が

興
味
を
持
つ
話
だ
ろ
う
か
。
大
学
に
は
い
っ
て
い

て
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
は
ま
だ
少
な
い
と
思

う
ん
で
す
。
で
き
れ
ば
︑
生
徒
さ
ん
た
ち
の
趣
味
︑

た
と
え
ば
︑
サ
ッ
カ
ー
が
好
き
だ
っ
た
ら
サ
ッ

カ
ー
に
つ
い
て
の
記
事
と
か
を
通
じ
た
ほ
う
が
い

い
ん
で
ね
え
か
な
と
思
い
ま
す
。

ま
た
︑
お
勧
め
で
き
る
教
材
と
い
う
か
勉
強
す

る
方
法
は
︑
特
に
リ
ス
ニ
ン
グ
で
し
た
ら
︑
今
世

の
中
で
便
利
な
の
が
あ
り
ま
す
。
映
画
が
好
き
な

方
で
し
た
ら
D
V
D
屋
さ
ん
に
い
っ
て
借
り
て
く

る
と
︑
日
本
語
の
ス
ー
パ
ー
だ
け
で
な
く
英
語
の

ス
ー
パ
ー
も
で
る
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
︑
好
き

な
映
画
を
一
つ
見
つ
け
て
︑
そ
れ
を
借
り
た
り
︑

買
っ
た
り
し
て
︑
何
遍
も
聞
き
な
が
ら
文
字
を

見
て
い
て
︑
と
き
ど
き
文
字
を
消
し
た
り
と
か
い

ろ
い
ろ
す
る
と
︑
な
ん
と
い
う
か
︑
好
き
な
映
画
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だ
っ
た
ら
や
っ
ぱ
り
覚
え
た
く
な
る
ん
で
す
。
台

詞
一
つ
ひ
と
つ
。
私
︑
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
映
画

が
大
好
き
だ
か
ら
︑
こ
の
方
法
が
僕
に
と
っ
て
は

ベ
ス
ト
だ
っ
た
け
ど
も
︑
女
房
は
ち
ょ
っ
と
違
う

ん
だ
。
女
房
は
映
画
に
あ
ん
ま
り
興
味
ね
え
ん
だ
。

で
も
︑
女
房
は
音
楽
が
大
好
き
な
ん
だ
。

音
楽
を
通
し
て
の
リ
ス
ニ
ン
グ
、

英
語
学
習

山
形
で
生
ま
れ
て
育
て
ら
れ
た
女
房
だ
け
ど
︑

山
形
県
い
や
東
北
六
県
の
な
か
で
一
番
英
語
の
発

音
の
上
手
な
英
語
の
せ
ぇ
ん
せ
ぇ
え
だ
っ
た
ん
だ
。

オ
ラ
な
に
も
教
え
て
ね
え
ん
で
す
よ
。
す
ご
っ
く

英
語
が
上
手
で
す
。
な
ん
し
て
上
手
な
の
か
と
。

最
初
︑
ロ
シ
ア
か
ら
来
た
ス
パ
イ
じ
ゃ
ね
え
か
と

思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
︑
聞
い
て
み
た
ら
︑
音
楽

が
好
き
で
︑
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
ラ
ジ
オ
を
何
気

な
く
聞
き
な
が
ら
勉
強
し
て
い
た
ん
で
す
っ
て
。

日
本
の
音
楽
も
好
き
だ
っ
た
け
ど
も
︑
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
ビ
ー
ト
ル
ズ
だ
と
か
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン

ズ
︑
モ
ン
キ
ー
ズ
な
ど
︑
そ
の
時
代
の
音
楽
を
︑

ハ
ン
ハ
ン
ハ
ン
と
か
や
り
な
が
ら
勉
強
し
て
た
わ

け
で
す
。
そ
れ
が
自
然
に
と
い
う
か
︑
い
つ
の
ま

に
か
か
た
ち
に
な
っ
て
い
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
︑
聞

け
ば
聞
く
ほ
ど
だ
ん
だ
ん
意
味
も
知
り
た
く
な
っ

て
︑
小
学
校
四
年
生
と
か
五
年
生
の
こ
ろ
か
ら
独

学
で
英
語
を
N
H
K
の
ラ
ジ
オ
講
座
で
勉
強
し

始
め
た
と
。
山
形
の
米
沢
市
だ
か
ら
︑
あ
ま
り
テ

レ
ビ
に
そ
う
い
う
の
が
な
い
し
︑
教
科
書
も
そ
ん

な
に
あ
っ
た
時
代
で
は
な
か
っ
た
も
ん
だ
か
ら
︑

N
H
K
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
た

ぶ
ん
︑
そ
ん
の
と
き
鳥
飼
せ
ぇ
ん
せ
ぇ
え
じ
ゃ
な

か
っ
た
ん
で
は
。
あ
っ
︑
違
う
ん
で
す
か
。

と
に
か
く
︑
音
楽
が
好
き
だ
っ
た
ら
音
楽
の
歌

詞
を
見
な
が
ら
一
緒
に
歌
っ
た
り
︑
カ
ラ
オ
ケ
に

い
っ
た
り
と
か
が
い
い
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。
発

音
も
う
ま
く
な
る
し
︑
意
味
も
わ
か
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
リ
ズ
ム
感
も
生
ま
れ
て
く
る
ん
で
す
。

映
画
が
好
き
だ
っ
た
ら
映
画
を
利
用
す
る
。
ど
う

し
て
も
国
連
に
興
味
津
々
だ
っ
た
ら
国
連
の
本
と

か
読
ん
で
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
け
ど
︑
趣
味
を
通

じ
て
や
る
こ
と
が
オ
ラ
は
お
勧
め
だ
と
思
い
ま
す
。

初
め
て
聞
い
た「
グ
サ
イ
」っ
て
、
名
前
？ 

も
う
一
つ
︑
本
川
さ
ん
か
ら
は
︑﹁
日
本
語
の
な

か
で
一
番
美
し
い
日
本
語
と
︑
一
番
不
愉
快
だ
っ
た

日
本
語
を
教
え
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
質
問
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
日
本
語
の
単
語
の
な
か
で
一
番
と
い

う
の
は
難
し
い
ん
で
す
が
︑
た
ぶ
ん
︑
一
番
好
き

な
言
葉
は
︑﹁
あ
ず
ま
し
い
﹂で
す
。
こ
れ
は
津
軽
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ん
で
す
。

こ
の
と
き
僕
は
生
ま
れ
て
初
め
て
聞
い
た
言
葉

だ
か
ら
︑
玄
関
で
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ご
挨

拶
を
か
わ
し
て
い
る
真
っ
最
中
に
︑
突
然
︑
わ
か

ん
な
い
日
本
語
が
で
て
き
て
︑
早
く
な
ん
か
言
っ

て
フ
ォ
ロ
ー
し
ね
ば
な
ら
な
い
。
玄
関
で
考
え
こ

ん
で
︑
考
え
る
時
間
が
○
・
五
秒
く
ら
い
し
か
な

か
っ
た
ん
だ
け
ん
ど
︑﹁
グ
サ
イ
︑
グ
サ
イ
っ
て
ど

う
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
あ
っ
わ
か
っ
た
。
奥
さ
ん

の
お
名
前
だ
ろ
う
﹂
と
思
っ
て
︑
僕
が
︑﹁
あ
っ
︑

グ
サ
イ
さ
ん
で
す
か
。
ど
う
も
初
め
ま
し
て
﹂
と

か
挨
拶
し
た
ら
︑
な
か
に
は
い
っ
て
い
る
人
た
ち

み
ん
な
が
大
笑
い
す
ん
で
す
。
な
ん
で
笑
っ
て
ん

だ
︑
発
音
が
悪
い
ん
だ
ろ
う
か
な
と
。

全
然
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
︑
そ
の
ま
ま
上 ダニエル・カール

弁
で
よ
く
使
わ
れ
た
り
︑
山
形
弁
で
も
あ
る
程
度

使
う
︑﹁
我
つ
ま
し
い
﹂
と
書
き
ま
す
。
意
味
は
︑

﹁
快
適
︑
気
持
ち
い
い
﹂。
お
風
呂
に
は
い
っ
た
と

き
に
︑﹁
あ
ー
︑
あ
ず
ま
し
ー
ー
い
﹂
と
か
言
っ
た

り
し
ま
す
。
こ
れ
が
︑
わ
が
つ
ま
と
同
じ
よ
う
に
︑

完
璧
に
何
と
い
う
か
︑com

fortable

と
い
う
よ
う

な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が

一
番
い
い
日
本
語
だ
と
オ
ラ
は
思
っ
た
。
方
言
だ

け
ん
ど
。

一
番
不
愉
快
だ
っ
た
日
本
語
は
︑﹁
グ
サ
イ
﹂
で

す
。
こ
の
言
葉
に
︑
オ
ラ
ち
ょ
っ
と
ひ
っ
か
か
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
奥
さ
ん
の
こ
と
け
な
す
と
き

は
︑
や
っ
ぱ
り﹁
う
ち
の
グ
サ
イ
﹂
と
か
言
っ
た
り

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
初
め
て
聞
い
た
の
は
山
形

で
す
。

あ
る
日
︑
偉
い
先
生
の
う
ち
に
呼
ば
れ
ま
し
た
。

す
ご
く
緊
張
し
て
た
ん
だ
。
上
司
の
上
司
の
上
司

の
上
司
く
ら
い
の
人
だ
っ
た
ん
で
︑
す
ご
く
緊
張

し
な
が
ら
も
家
を
訪
ね
た
ん
だ
。
そ
ん
で
︑
は

い
っ
た
ら
奥
さ
ん
も
で
て
き
て
︑
こ
ち
ら
の
方
は

も
し
か
し
て
奥
さ
ん
か
な
と
思
っ
て
︑﹁
あ
っ
︑
奥

さ
ん
で
す
か
。
お
ば
ん
で
す
ー
﹂
と
か
言
っ
た
ら
︑

そ
の
せ
ぇ
ん
せ
ぇ
い
が
気
が
つ
き
ま
し
て
︑
初
対

面
だ
と
い
う
こ
と
で
︑
正
式
に
紹
介
し
て
く
れ
た

ん
で
す
。﹁
こ
れ
が
う
ち
の
グ
サ
イ
だ
﹂
と
か
言
う

が
っ
て
︑
そ
の
後
︑
お
料
理
と
か
一
品
一
品
奥
さ
ん

が
持
っ
て
く
る
た
ん
び
に
︑
私
が
行
儀
よ
く
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
し
た
。﹁
あ
っ
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
︑
グ
サ
イ
さ
ん
﹂
と
か
言
っ
た
り
し
て
。

下
げ
る
と
き
も
︑﹁
お
い
し
か
っ
た
で
す
よ
ー
︑
グ

サ
イ
さ
ー
ん
﹂
と
か
言
っ
て
い
た
ん
で
す
。
あ
と

で
酒
が
は
い
っ
て
︑﹁
ク
サ
イ
ち
ゃ
ー
ん
﹂
と
か

な
っ
た
り
し
て
︑
言
う
た
び
に
み
ん
な
が
大
笑
い

す
る
ん
で
す
よ
。
何
で
笑
っ
て
ん
だ
べ
え
と
︑
理

由
は
わ
か
ん
な
か
っ
た
け
ん
ど
︑
気
に
な
っ
て
い

て
︑
翌
日
県
庁
で﹃
広
辞
苑
﹄で
調
べ
て
み
た
ん
で

し
ゅ
。

あ
の
漢
字
を
見
て
︑
オ
ラ
た
ま
げ
た
ー
た
や

な
ー
あ
。
音
読
み
で﹁
ぐ
さ
い
﹂︑
訓
読
み
で﹁
お

ろ
か
な
つ
ま
﹂
と
書
い
て
あ
ん
で
す
。﹁
馬
鹿
な

妻
﹂っ
つ
う
意
味
な
ん
で
す
。
英
語
に
訳
し
た
ら

｢foolish w
ife｣

で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
い
っ
て
自

分
の
か
み
さ
ん
の
こ
と
を
人
の
前
で
︑﹁foolish 

w
ife

﹂
な
ん
て
言
っ
た
ら
︑
殴
ら
れ
ま
す
よ
。﹁
い

や
ー
﹂と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
。
え
ら
い
目
に
あ

い
ま
し
た
。

意
味
が
わ
か
っ
た
ら
︑
あ
の
せ
ぇ
ん
せ
ぇ
が
な

ん
し
て
自
分
の
奥
さ
ん
の
こ
と
を﹁
愚
妻
﹂っ
て
呼

ぶ
ん
だ
︑
ひ
ど
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ら
︑

そ
の
後
︑
何
百
遍
も
奥
さ
ん
の
こ
と
を﹁
ぐ
さ
い
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さ
ん
﹂
と
呼
ん
だ
の
が
私
で
し
た
。
恥
ず
か
し
く

て
恥
ず
か
し
く
て
ね
。
そ
う
い
う
不
愉
快
な
日
本

語
が
あ
り
ま
し
た
。

両
方
と
も
女
房
︑
妻
と
関
係
あ
る
こ
と
で
す
が
︑

ぱ
っ
と
そ
の
二
つ
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。
山
ほ
ど

ネ
タ
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
︑
こ
れ
く
ら
い
で
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

野
田
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
あ
と

は
︑
講
演
の
順
番
で
鳥
飼
先
生
か
ら
お
願
い
し
ま

す
。

「
や
さ
し
い
日
本
語
」の
条
件
と
は

鳥
飼
　
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
た
の
で
全
部
は
無
理

か
と
思
い
ま
す
が
︑
似
た
も
の
を
ま
と
め
る
と
︑

﹁
単
純
日
本
語
︑
ブ
ロ
ー
ク
ン
な
日
本
語
の
日
本
で

の
普
及
の
可
能
性
に
つ
い
て
﹂
と
︑﹁
震
災
で
表
出

し
た
言
語
の
問
題
に
つ
い
て
︑
公
共
性
あ
る
機
関

な
ど
で
使
わ
れ
る
︑
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
含
め
て
の
雑

劣
さ
が
原
因
の
課
題
と
し
か
判
じ
得
ま
せ
ん
。
日

ご
ろ
の
放
送
や
大
手
メ
デ
ィ
ア
︑
刊
行
物
に
も
共

通
す
る
恣
意
的
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
も
感
じ
ら
れ
ま

す
。
打
開
策
は
︑
や
さ
し
い
日
本
語
で
は
説
明
不

足
か
と
思
い
ま
す
﹂
と
い
う
ご
趣
旨
の
ご
質
問
で

す
。
二
つ
と
も
や
さ
し
い
日
本
語
に
つ
い
て
で
し

た
の
で
︑
少
し
詳
し
く
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。こ

れ
は
恣
意
的
に
単
純
に
ブ
ロ
ー
ク
ン
な
日
本

語
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
じ
つ

は
︑
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
来
︑
弘
前
大
学
が
ず

う
っ
と
研
究
し
て
き
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
︑
東

日
本
大
震
災
の
反
省
を
ふ
ま
え
て
も
っ
と
早
く
普

及
さ
せ
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
︑
相
当
に
力
を

入
れ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
︑
簡
単
に
言
う
と
︑
日
本
の
小
学
校
三
年
生
の

国
語
の
レ
ベ
ル
の
日
本
語
で
︑
た
と
え
ば
︑
掲
示

板
な
ど
に
書
く
こ
と
で
す
。
難
し
い
言
葉
は
避
け

て
︑
簡
単
な
単
語
を
使
う
。
基
本
語
彙
が
二
千
語
。

一
文
は
短
く
す
る
。
難
し
い
言
葉
は
避
け
る
の
で

す
が
︑
災
害
時
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
︑
た
と
え

ば
︑﹁
避
難
所
﹂
な
ど
は
覚
え
て
お
い
た
ほ
う
が
よ

い
の
で
︑﹁
避ひ

難な
ん

所じ
ょ

﹂
に
ル
ビ
を
振
っ
て
︑
か
っ
こ

を
し
て
︑︵
み
ん
な
が
逃
げ
る
と
こ
ろ
︶
と
い
う
よ

う
に
書
い
て
張
る
と
︑
読
ん
で
わ
か
る
︑
と
い
う

こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
︑
カ
タ
カ
ナ
は
避
け
る
。
カ
タ
カ
ナ

表
記
の
外
来
語
の
由
来
は
︑
英
語
が
九
○
％
以
上

で
す
が
︑
も
と
の
英
語
の
意
味
と
ず
れ
て
い
る
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
の
で
︑
使
う
と
か
え
っ
て
混

乱
す
る
の
で
︑
カ
タ
カ
ナ
語
は
使
わ
な
い
よ
う
に

し
ま
す
。

ま
た
︑
さ
き
ほ
ど
も
︑﹁
オ
ノ
マ
ト
ペ
﹂
が
で
て

き
ま
し
た
が
︑
擬
音
語
の
よ
う
な
も
の
は
わ
か
ら

な
い
の
で
避
け
る
。
さ
ら
に
︑
曖
昧
な
表
現
は
避

け
る
︑
二
重
否
定
は
避
け
る
︑
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
す
。
基
本
的
に
は
︑
災
害
が
あ
っ
た
際
に
︑

外
国
の
人
た
ち
が
読
ん
で
何
と
か
わ
か
る
︑
聞
い

て
わ
か
る
︑
そ
し
て
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め

の
日
本
語
で
す
。
そ
れ
を
応
用
し
て
N
H
K
が

ニ
ュ
ー
ス
で
の
日
本
語
に
つ
い
て
研
究
中
で
す
。

で
す
か
ら
︑
こ
れ
は
ブ
ロ
ー
ク
ン
な
日
本
語
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
︑
日
本
社
会

全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
さ
き
ほ
ど
の
西
原
先
生
の
ご
報
告
で

も
︑
こ
れ
か
ら
外
国
か
ら
の
人
た
ち
が
増
え
て
き

て
︑
日
本
が
多
文
化
社
会
︑
多
言
語
化
社
会
に
な

鳥飼玖美子
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る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
普
通
の
私
た
ち
母
語
話
者

が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
日
本
語
が
わ
か
っ
て
当
た
り

前
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

な
か
で
一
番
重
要
な
こ
と
は
︑
論
理
的
に
話
す
こ

と
で
し
ょ
う
。
非
常
に
ハ
イ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
︑

共
有
し
て
い
る
部
分
が
多
い
場
合
に
は
︑
あ
う
ん

の
呼
吸
で
わ
か
り
ま
す
が
︑
そ
う
で
は
な
い
こ
と

は
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
さ
ん
の
話
に
で
て
き
た
通
り

で
す
。
で
す
か
ら
︑
こ
の
人
は
わ
か
ら
な
い
︑
こ

の
人
に
は
わ
か
ら
せ
た
い
︑
と
い
う
つ
も
り
で
丁

寧
に
話
を
す
る
こ
と
が
︑﹁
や
さ
し
い
日
本
語
﹂の

理
念
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

外
国
人
に
よ
る

「
フ
ァ
ン
サ
ブ
」の
流
行
・
発
達

も
う
一
つ
の
質
問
は
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
の

は
︑
人
︑
モ
ノ
︑
金
の
よ
う
に
国
境
を
越
え
る
も

の
で
あ
っ
て
︑
国
は
国
境
を
越
え
ら
れ
る
か
。
そ

れ
に
伴
っ
て
︑
国
境
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
言

葉
︑
越
え
ら
れ
な
い
言
葉
に
分
け
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
﹂
と
い
う
も
の
で
す
。
普
通
︑
国
は
国
境

を
越
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
︑
た
と
え
ば
︑
E
U
の
試

み
な
ど
は
︑
限
り
な
く
E
U
圏
内
で
国
境
を
な
く

し
て
︑
パ
ス
ポ
ー
ト
も
ビ
ザ
も
な
に
も
な
く
︑
自

由
に
行
き
来
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
仕
事
も
︑

今
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
よ
り
あ
っ
ち
の
ほ
う
に
よ

い
仕
事
が
あ
り
そ
う
だ
と
思
っ
た
ら
︑
簡
単
に
移

動
す
る
と
い
う
意
味
で
は
︑
国
家
間
の
国
境
が
︑

限
り
な
く
垣
根
が
低
く
な
る
可
能
性
は
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
︑
言
葉
が
国
境
を
越
え
る
と
い

う
の
は
︑
こ
の
言
葉
は
無
理
︑
こ
の
言
葉
は
越
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う

な
言
語
で
あ
っ
て
も
︑
今
は
国
境
を
越
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達

に
よ
り
ま
す
ね
。
日
本
語
は
一
つ
の
例
と
し
て
だ

し
た
だ
け
で
す
。
日
本
語
は
も
ち
ろ
ん
国
境
を
越

え
て
い
ま
す
。

日
本
と
い
う
と
︑
世
界
の
若
者
が
一
番
好
き
な

の
は
漫
画
︑
ア
ニ
メ
で
す
。
日
本
の
漫
画
を
理
解

し
た
い
か
ら
日
本
語
を
勉
強
す
る
と
い
う
若
者
た

ち
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
北
欧
に
も
ア
メ
リ
カ
に

も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
何
人

も
会
い
ま
し
た
。
好
き
が
高
じ
て
日
本
ま
で
や
っ

て
来
る
人
も
い
ま
す
。

そ
し
て
今
︑
翻
訳
の
分
野
で
非
常
に
大
き
な
興

味
を
よ
ん
で
い
る
の
は
︑﹁
フ
ァ
ン
サ
ブ
﹂
で
す
。

漫
画
や
ア
ニ
メ
に
字
幕
が
つ
き
ま
す
よ
ね
。
日
本

の
漫
画
や
ア
ニ
メ
が
好
き
な
人
た
ち
は
︑
い
わ
ゆ

る
プ
ロ
が
訳
し
た
翻
訳
は
気
に
入
ら
な
い
の
で
︑

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
自
分
た
ち
で
ど
ん
ど
ん
訳
し

て
︑
お
互
い
同
士
が
そ
れ
を
直
し
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
を
フ
ァ
ン
が
つ
く
る
字
幕︵
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
︶

と
い
う
こ
と
で
︑
フ
ァ
ン
サ
ブ
が
大
き
な
分
野
に

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

外
国
語
教
育
の
基
本
と
は

も
う
一
つ
の
質
問
を
付
け
加
え
ま
す
。﹁
小
学
校

か
ら
の
英
語
教
育
に
反
対
の
立
場
の
も
の
で
す
が
︑

小
中
学
生
な
ど
の
語
学
教
育
の
内
容
を
日
本
文
化

や
社
会
に
特
化
し
た
も
の
に
す
れ
ば
︑
日
本
語
に

対
す
る
造
詣
も
深
ま
り
︑
外
国
語
︑
他
言
語
の
習

得
も
早
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂。
こ
れ

に
は
私
は
賛
成
で
あ
り
︑
こ
れ
だ
け
で
は
と
い
う

思
い
も
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は
一
見
よ
い
の
で
す

が
︑
日
本
文
化
や
社
会
に
特
化
し
て
英
語
教
育
を

行
う
こ
と
は
︑
明
治
時
代
に
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
︑
日
本
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
国
家
主
義

的
な
方
向
に
向
か
う
と
き
は
必
ず
︑
日
本
の
よ
さ

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
外
国
語
を
学
ぼ
う
︑
英

語
を
学
ぼ
う
︑
日
本
の
よ
さ
を
英
語
で
発
表
し
よ

う
と
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
︑
言

語
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
を
考
え
た
場

合
︑
半
分
し
か
や
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
言
語

を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
使
う
と
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き
一
番
重
要
な
こ
と
は
︑
自
分
の
母
語
以
外
の
異

質
な
言
語
に
対
し
理
解
し
よ
う
と
す
る
心
と
い
う

か
︑
そ
う
い
う
言
語
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
す

る
気
づ
き
︑
言
語
的
な
感
性
を
育
て
る
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
︑
小
学
校
︑
中
学
校

で
や
る
べ
き
こ
と
は
︑
ほ
ん
と
う
を
言
う
と
︑
英

語
の
ス
キ
ル
を
教
え
る
の
で
は
な
く
︑
ま
た
︑
こ

れ
は
英
語
で
ど
う
い
う
言
い
ま
わ
し
を
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
だ
け
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
︑
日
本

語
と
英
語
な
ら
︑
英
語
と
い
う
言
語
が
︑
ど
の
よ

う
に
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑
身
近
な
例
か
ら

気
づ
か
せ
る
こ
と
で
す
。
そ
う
し
て
お
い
て
︑
小

学
生
の
う
ち
に
言
語
の
お
も
し
ろ
さ
と
怖
さ
を
肌

身
で
感
じ
る
︑
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の﹁
外
国
語

活
動
﹂で
あ
っ
て
ほ
し
い
な
と
。
言
語
に
対
す
る
意

識
︑
感
性
を
育
て
る
一
助
に
す
る
こ
と
が
︑
今
後

の
日
本
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
必
要

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
よ
い
と
こ
ろ
を

主
張
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
︑
相
手
の
こ
と
を

理
解
し
よ
う
︑
相
手
の
言
語
も
わ
か
ろ
う
と
す
る

こ
と
︑
こ
れ
は
英
語
以
外
の
言
語
に
つ
い
て
も
同

じ
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
質
問
が
あ
り
ま
す
が
︑
ひ
と
ま
ず
こ

こ
ま
で
に
し
ま
す
。

野
田
　
本
日
は
た
く
さ
ん
の
質
問
を
い
た
だ
い
た

迫田久美子

の
で
︑
す
べ
て
の
ご
質
問
に
お
答
え
す
る
時
間
が

な
く
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
︑
次
の
迫
田
さ

ん
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

戦
前
の
植
民
地
で
の

日
本
語
教
育
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
？

迫
田
　
た
く
さ
ん
の
質
問
票
を
書
い
て
く
だ
さ
り
︑

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
簡
単
に
お
答
え
で
き

る
も
の
か
ら
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
︑﹁
在
留
外
国
人
数
の
国
別
の
割
合
が
二

○
○
八
年
の
グ
ラ
フ
で
し
た
が
︑
そ
の
後
︑
調
査

さ
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
い
う
ご
質
問

で
す
。
お
国
の
仕
事
を
疑
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に

な
っ
た
の
で
弁
明
し
ま
す
と
︑
毎
年
調
査
さ
れ
て

い
ま
す
。
平
成
二
十
三
年
度︵
二
○
一
一
年
︶の
統

計
で
は
︑
二
百
七
万
八
千
四
百
八
十
人
お
ら
れ
︑

全
体
の
十
九・五
％
が
東
京
に
住
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
︑﹁
外
国
人
の
た
め
の
日
本
語
能
力
検
定
試

験
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
い
う
質
問
で
す
が
︑

試
験
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
能
力
検
定
試
験
と
い

う
試
験
が
毎
年
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
最
近
︑
形

態
が
か
わ
り
ま
し
た
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

次
に
︑﹁
韓
国
は
︑
現
在
漢
字
を
使
っ
て
い
な

い
﹂
と
の
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
韓
国
を

漢
字
圏
に
入
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
昔
︑
韓
国
で
漢

字
が
使
わ
れ
て
い
た
た
め
に
漢
字
圏
に
含
め
た
の

で
す
が
︑
お
っ
し
ゃ
る
通
り
︑
漢
字
圏
か
ら
は
ず

す
べ
き
で
す
ね
。
失
礼
し
ま
し
た
。

次
に
︑﹁
日
本
語
教
師
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
が
一
九
八
○
年
以
降
と
の
こ
と
で

し
た
が
︑
戦
前
の
植
民
地
で
の
日
本
語
教
育
は
ど

う
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
﹂
と
い
う
ご
質
問
で
す
。

も
ち
ろ
ん
︑
植
民
地
で
の
日
本
語
教
育
は
あ
り
ま

し
た
。
た
だ
し
︑
そ
の
と
き
は
外
国
語
と
し
て
日

本
語
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
︑
い
わ
ゆ
る
同
化
政
策

の
一
つ
と
し
て
︑
自
分
た
ち
の
国
語
と
し
て
教
え

た
の
で
︑
そ
れ
は
省
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

し
か
し
︑
そ
の
と
き
の
い
ろ
い
ろ
な
成
果
︑
あ
る

い
は
実
践
の
方
法
な
ど
は
そ
の
後
の
日
本
語
教
育

に
も
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
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い
た
だ
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
︑﹁
方
言
の
習
得
な

ど
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
﹂︑﹁
留
学
・

研
修
以
外
で
来
日
さ
れ
て
い
る
就
労
者
の
日
本
語

習
得
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
﹂
な
ど
で

す
。
時
間
の
関
係
上
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
が
︑
こ

れ
だ
け
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝

し
て
︑
私
の
回
答
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
に
と
っ
て
の
失
わ
れ
た
十
数
年

莫
　
私
に
は
︑﹁
中
国
の
北
京
︑
上
海
に
住
ん
で
い

る
十
五
歳
か
ら
二
十
五
歳
く
ら
い
ま
で
の
若
者
の

な
か
に
︑
無
意
識
に﹃
オ
ー
ケ
ー
﹄と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
い
る
人
は
何
％
い
ま
す
か
﹂と
い
う
質
問
が

き
て
い
ま
す
。
ご
質
問
の
意
図
が
私
に
は
わ
か
ら

な
い
の
で
す
が
︑
お
そ
ら
く
西
洋
文
化
が
中
国
の

言
語
生
活
に
ど
こ
ま
で
浸
透
し
て
い
る
か
と
い
う

意
図
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

結
構
増
え
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
英
語
の

学
習
が
普
及
し
て
き
て
い
る
か
ら
︑
留
学
生
︑
留

学
経
験
者
が
増
え
て
い
る
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
映

画
の
影
響
も
受
け
た
り
し
て
︑
こ
う
い
う
言
葉
を

使
う
一
種
の
か
っ
こ
う
よ
さ
な
ど
に
ひ
か
れ
て
使

う
若
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
割
合
は
︑
残
念
な
が

ら
国
立
日
本
語
研
究
所
が
私
に
調
査
の
予
算
を
く

れ
な
か
っ
た
の
で
ま
だ
調
べ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
︑

ま
た
︑﹁
も
し
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
こ

と
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑
日
本
人
イ
コ
ー
ル
日

本
語
の
母
語
話
者
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
︑
必
ず
日
本
人
が
日
本
語
母
語
話
者
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
︑
日
本
人
と
言

わ
ず
︑
日
本
語
母
語
話
者
と
い
う
用
語
を
使
っ
た

ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
ご
提
案
で

す
。
私
も
︑
そ
う
思
い
ま
す
。
こ
の
点
も
︑
こ
れ

か
ら
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
時
期
が
き
て
い
る

と
思
い
ま
し
た
。

「
お
も
し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
」は

正
用
で
は
？

も
う
一
つ
︑
い
ろ
い
ろ
な
誤
用
例
を
紹
介
し
た

と
き
︑﹁﹃
お
も
し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
﹄
と
い
う
の

は
︑
正
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
﹂と
い
う
ご
指
摘

が
︑
二
人
の
方
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
状
況

が
あ
る
程
度
わ
か
れ
ば
︑
た
と
え
ば
︑
す
ご
く
楽

し
そ
う
な
顔
を
し
て
い
て
︑﹁
ど
う
し
た
の
﹂
と
聞

か
れ
る
と
い
っ
た
状
況
が
あ
れ
ば
︑﹁
映
画
を
見
に

い
っ
て
︑
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
﹂の
よ

う
に
使
え
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
︑
何
も
状
況

が
明
確
で
な
い
場
合
︑
い
き
な
り
︑﹁
講
義
︑
お
も

し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
﹂と
言
う
の
は
少
し
不
自
然
な

感
じ
が
し
ま
す
。

ち
な
み
に
︑﹁﹃
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
﹄と
い
う

の
は
︑
ほ
ん
と
う
に
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と

い
う
ご
質
問
で
す
が
︑﹁
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
﹂

と
い
う
の
は
︑
言
い
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑

﹁
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
よ
﹂
と
︑
後
に
終
助
詞
が

は
い
っ
た
り
す
る
と
︑
自
然
さ
が
で
て
き
ま
す
。

そ
の
た
め
︑
私
た
ち
が
日
本
語
を
教
え
る
と
き
︑

﹁
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
﹂
と
い
う
言
い
方
は
教
え

ま
す
が
︑
実
際
に
使
っ
て
い
る
場
面
は
︑
た
ぶ
ん

﹁
よ
﹂と
か﹁
ね
﹂を
入
れ
て
練
習
し
ま
す
。

た
だ
︑
地
方
に
よ
っ
て
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
言
い

方
が
あ
る
の
で
︑
必
ず
し
も
正
用
と
誤
用
の
二
つ

で
は
切
り
分
け
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
︑﹁
日
本
人
の
使
う
日
本
語
に
乱
れ
が

み
ら
れ
る
。
も
っ
と
美
し
い
日
本
語
を
話
す
外
国

人
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。
外
国
人
に
日
本
語
を

教
え
る
と
同
時
に
︑
日
本
人
に
対
す
る
日
本
語
教

育
も
受
け
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
﹂と
い
う
ご
意

見
も
あ
り
ま
し
た
。
確
か
に
そ
う
思
い
ま
す
。
日

本
語
教
育
は
外
国
の
人
た
ち
だ
け
の
も
の
で
は
な

く
︑
私
た
ち
日
本
語
母
語
話
者
が
こ
れ
か
ら
学
ぶ

べ
き
と
こ
ろ
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

ご
意
見
や
ご
質
問
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し

た
が
︑
す
べ
て
に
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
︑
非
常
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
ご
質
問
も
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会
社
に
よ
っ
て
︑
た
と
え
ば
︑
I
T
な
ど
の
会
社

な
ど
を
訪
問
す
る
と
︑
会
話
に
バ
ン
バ
ン
英
語
が

で
て
き
ま
す
。

こ
の
質
問
は
︑
さ
き
ほ
ど
の
講
演
で
触
れ
た
こ

と
に
も
リ
ン
ク
し
ま
す
が
︑
日
本
の
魅
力
を
ど
う

表
現
す
る
の
か
。
さ
き
ほ
ど
私
が
強
調
し
た
こ
と

は
︑
私
が
日
本
語
を
学
習
す
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
苦

労
し
て
き
た
か
︑
努
力
し
て
き
た
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
昔
︑
日
本
︑
日
本
語
に
は
︑
自
然
に
魅
力

が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
一
生
懸
命
勉
強
し
て
︑
こ

の
魅
力
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

今
は
残
念
な
が
ら
︑
日
本
は
失
わ
れ
た
二
十
年
だ

け
で
な
く
︑
日
本
語
に
と
っ
て
も
失
わ
れ
た
二
十

年
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
︑
失
わ
れ
た
十
数

年
と
は
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
一
例
を
い
い
ま
す
。

日
本
語
学
校
が
全
盛
期
の
と
き
︑
ち
ょ
う
ど
私

の﹃
蛇
頭
﹄
と
い
う
本
が
一
番
売
れ
て
い
た
こ
ろ
︑

日
本
の
日
本
語
学
校
に
は
い
る
た
め
に
︑
た
ぶ
ん

早
く
許
認
可
の
手
続
き
を
す
ま
せ
て
ビ
ザ
を
だ
し

て
も
ら
う
た
め
︑
一
部
の
日
本
語
学
校
の
関
係
者

に
︑
学
生
が
ち
ょ
っ
と
心
遣
い
を
渡
し
て
い
た
と

思
い
ま
す
。
今
は
完
全
に
逆
に
な
り
ま
し
た
。
学

生
に
来
て
も
ら
う
た
め
に
︑
学
校
側
が
謝
礼
を

払
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
謝
礼
の
相
場
は
︑
以
前
は

五
万
円
︑
や
が
て
七
万
円
︑
九
万
円
︑
十
二
万
円
︑

十
五
万
円
︑
今
二
十
五
万
円
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

一
人
の
学
生
に
来
て
も
ら
う
の
に
。

そ
し
て
︑﹃
蛇
頭
﹄
が
一
番
売
れ
て
い
た
と
き
︑

日
本
に
い
る
中
国
人
の
出
身
地
を
見
る
と
︑
一
位

は
上
海
︑
二
位
は
北
京
︑
三
位
は
福
建
で
し
た
。

一
九
九
九
年
以
降
は
︑
一
位
は
黒
竜
江
省
︑
遼
寧

省
︑
吉
林
省
な
ど
東
北
地
域
で
す
。
そ
し
て
今
︑

日
本
語
学
校
に
来
る
学
生
は
︑
中
国
の
奥
地
︑
山

西
省
︑
寧
夏
省
と
か
で
す
。
と
に
か
く
学
生
に
来

て
も
ら
う
た
め
な
ら
ば
︑
山
奥
に
も
い
く
と
い
う

よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
を
意

味
し
て
い
る
か
。
私
が
危
惧
し
て
い
る
こ
と
は
︑

日
本
の
国
と
し
て
の
魅
力
だ
け
で
な
く
︑
日
本
語

の
魅
力
も
急
速
に
落
ち
て
い
る
こ
と
で
す
。
実
際

も
落
ち
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

一
方
︑
さ
き
ほ
ど
鳥
飼
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

よ
う
に
︑
映
画
の
字
幕
な
ど
の
翻
訳
を
自
分
で
進

ん
で
や
っ
て
い
ま
す
。
原
稿
料
な
ん
か
な
い
わ
け

で
す
よ
。
著
述
業
を
や
っ
て
い
る
私
か
ら
み
れ
ば
︑

原
稿
料
の
な
い
原
稿
は
書
け
ま
せ
ん
と
言
い
た
い

わ
け
で
す
が
︑
そ
れ
を
み
ん
な
競
い
合
っ
て
や
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
︑
そ
の
翻
訳
を
見
る
と
︑
な

か
に
は
す
ご
く
う
ま
い
訳
も
あ
り
︑
も
の
す
ご
く

感
心
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
一
種
の

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
で
て
き
て
い
ま
す
。
非
常
に
日

本
語
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
若
い
人
に
あ
っ
た
と

き
︑
も
の
す
ご
く
驚
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
本

語
は
専
攻
と
し
て
選
ん
で
い
な
い
の
に
︑
日
本
語

の
単
語
が
バ
ン
バ
ン
で
て
く
る
ん
で
す
。
発
音
も

非
常
に
よ
い
。
し
か
し
︑
こ
う
い
っ
た
人
た
ち
を

日
本
へ
上
手
に
引
き
つ
け
て
く
る
シ
ス
テ
ム
が
ま

だ
完
全
に
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
︑
日
本
の
専
門
学
校
な
ど
を
見
る
と
︑

ま
だ
︑
ア
ニ
メ
な
ど
を
教
え
る
と
こ
ろ
が
非
常
に

少
な
い
。
旧
態
依
然
の
も
の
を
教
え
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
は
︑
私
は
こ
こ
で
具
体
的
な﹁
さ
せ
る
︑

ら
れ
る
︑
れ
る
︑
ら
れ
る
﹂
な
ど
の
問
題
︑
文
法

現
象
と
か
言
葉
の
使
い
方
を
検
討
す
る
必
要
も
あ

り
ま
す
が
︑
よ
り
重
要
な
の
は
︑
日
本
の
魅
力
を
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よ
り
系
統
的
に
︑
効
果
的
に
︑
ダ
イ
レ
ク
ト
に
海

外
へ
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
だ
と
思
い

ま
す
。

な
ぜ
二
○
五
○
年
か

西
原
　
た
く
さ
ん
の
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
一
つ
ひ
と
つ
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
︑
い
く
つ
か
似
た
傾
向
が
あ
る
の
で
︑
そ

れ
を
ま
と
め
て
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

ず
︑﹁
な
ぜ
︑
二
○
五
○
年
な
ん
で
す
か
﹂
と
い
う

ご
質
問
で
す
。
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
︑﹁
こ

れ
か
ら
の
半
世
紀
を
見
通
し
て
﹂と
い
っ
た
予
測
が

た
く
さ
ん
で
て
い
ま
す
。
二
○
五
○
年
に
な
っ
た

ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
統
計
資
料
も
で
き
て
い
ま

す
。
二
十
一
世
紀
を
半
分
経
過
し
た
と
い
う
意
味

で
い
ろ
い
ろ
な
資
料
が
お
見
せ
で
き
る
の
で
︑
二

○
五
○
年
を
選
び
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
言
語
政
策
と
は

ま
た
︑
言
語
政
策
に
関
連
し
て
い
く
つ
か
質
問

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
外
国
人
研
究
者
が
日
本

の
言
語
政
策
に
つ
い
て
評
論
的
に
書
い
た
本
が
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
︑
日
本
の
言
語

政
策
は
︑
主
と
し
て
日
本
語
そ
の
も
の
を
整
え
る

た
め
に
実
施
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
︑
国
語
︑

国
字
︑
原
文
一
致
︑
ま
た
︑
西
欧
の
学
問
レ
ベ
ル
・

技
術
に
追
い
つ
く
た
め
に
︑
そ
れ
を
表
現
で
き
る

近
代
的
な
語
彙
を
つ
く
る
な
ど
の
言
語
政
策
は
︑

豊
富
に
立
案
・
実
施
さ
れ
て
き
た
が
︑
少
数
民
族

の
言
語
問
題
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ら
の
言
語
と
︑
共

通
語︵
標
準
語
︶と
し
て
の
日
本
語
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
る
︑
あ
る
い
は
総
合
的
に
管
理
す
る
と
い
う
意

味
で
の
言
語
政
策
は
︑
残
念
な
が
ら
日
本
政
府
は

行
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ

る
言
語
学
者
は
︑
言
語
政
策
の
批
判
の
な
か
で

﹁
日
本
語
母
語
話
者
の
社
会
は
寄
っ
て
た
か
っ
て
ア

イ
ヌ
語
を
滅
ぼ
し
た
。
沖
縄
語
を
抹
殺
し
た
﹂
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
が
︑
人
口
減
少
に
直
面

す
る
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
︑
日
本
語
が
ど

う
な
る
か
を
社
会
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
非

常
に
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
二
○
五
○

年
に
な
る
と
一・二
人
の
生
産
年
齢
人
口
で
一
人
の

高
齢
者
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
予
測

を
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
関
す
る
経
団
連

の
報
告
書
の
概
要
に
は
現
れ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
詳

し
く
読
ん
で
い
く
と
︑
日
本
の
生
産
年
齢
人
口
が

海
外
に
逃
げ
て
い
く
こ
と
は
︑
こ
れ
か
ら
起
こ
り

う
る
大
き
な
問
題
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

今
で
も
海
外
に
生
産
拠
点
を
移
し
た
何
万
社
も

の
会
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
︑
A
S
E
A
N

を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
地
域
︑
あ
る
い
は
ア
フ

リ
カ
地
域
ま
で
生
産
拠
点
を
移
そ
う
と
し
て
い
る

日
本
の
会
社
が
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ

に
伴
っ
て
︑
国
内
労
働
人
口
の
流
失
も
あ
る
た
め
︑

移
民
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
高
度
人
材
に
来
日

を
勧
誘
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

人
口
の
高
齢
化
︑
お
よ
び
生
産
年
齢
人
口
の
減

少
は
日
本
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
韓
国

は
既
に
そ
の
よ
う
な
政
策
に
踏
み
切
っ
て
い
ま
す
︑

中
国
も
一
人
っ
子
政
策
を
や
め
る
こ
と
を
検
討
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
移
民
を
受
け
入
れ
る

の
に
も
競
争
が
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
日
本
に
魅

力
が
な
い
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
海
外

か
ら
多
く
の
人
が
日
本
に
来
て
働
い
て
く
れ
る
気

西原鈴子
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に
な
っ
て
く
れ
る
の
か
が
大
き
く
疑
問
視
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
︑﹁
鄕
に
入

れ
ば
郷
に
従
え
﹂
な
の
だ
か
ら
︑
日
本
で
働
く
人

は
当
然
日
本
語
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
日
本
の
商

習
慣
︑
日
本
式
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
従
っ
て

く
だ
さ
い
︑
と
言
っ
て
い
る
と
︑
移
民
獲
得
競
争

に
負
け
て
し
ま
う
こ
と
が
現
実
と
な
っ
て
く
る
の

が
二
○
五
○
年
こ
ろ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
こ
で

い
ろ
い
ろ
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
語
が
公
用
語
に
な
れ
ば
︑
共
通
語
と
し
て

の
性
格
を
は
っ
き
り
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法

律
は
日
本
語
で
書
か
れ
る
︑
学
校
教
育
は
日
本
語

で
な
さ
れ
︑
メ
デ
ィ
ア
も
日
本
語
の
メ
デ
ィ
ア
が

中
心
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
の
世
界
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
人
の
動
き
の
な
か
で
︑
移
住
し
て
く

る
人
が
自
分
の
社
会
文
化
的
背
景
を
捨
て
て
ま
で

日
本
社
会
に
同
化
す
る
か
と
い
う
と
︑
そ
ん
な
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
を
大
切
に
す
る
の
は

当
然
で
す
が
︑
あ
く
ま
で
複
言
語
・
複
文
化
主
義

に
立
ち
︑
彼
ら
が
持
っ
て
く
る
言
語
︑
文
化
も
大

切
に
し
て
︑
共
同
し
て
次
の
日
本
を
創
る
と
い
う

考
え
方
が
芽
を
だ
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
基
本
的
に
反
映
し
て
︑

外
国
人
労
働
者
問
題
関
係
省
庁
連
絡
会
議
が
報
告

書
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
ま
た
︑
日
本
語
教
育
学

会
で
は
︑
日
本
語
教
育
に
関
連
し
て
法
制
化
を
提

案
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
言
語
政
策

は
︑
こ
れ
か
ら
は
︑
言
語
的
少
数
派
グ
ル
ー
プ
の

言
語
・
文
化
を
認
め
つ
つ
日
本
語
を
公
用
語
と
し

て
共
通
語
に
す
る
と
い
う
点
は
避
け
て
通
れ
な
い

と
思
い
ま
す
。

言
葉
は
時
代
に
つ
れ
て

確
実
に
か
わ
っ
て
い
く

ま
た
︑﹁
日
本
語
は
ど
う
な
っ
ち
ゃ
う
の
﹂
と
い

う
質
問
も
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。﹁
自
動
翻

訳
機
が
あ
る
ん
だ
か
ら
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

の
﹂
と
い
う
ご
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
。
確
か
に
そ

れ
で
い
い
側
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
︑

科
学
技
術
論
文
の
よ
う
に
︑
書
く
人
の
気
持
ち
や
︑

た
め
ら
い
︑
慮
り
が
介
入
し
な
い
分
野
で
は
︑
自

動
翻
訳
機
は
強
力
な
武
器
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
︑
た
と
え
ば
︑
言
語
化
し
て
い
な
い
主
語

を
ど
う
自
動
翻
訳
す
る
の
か
︑
表
現
さ
れ
て
い
な

い
け
れ
ど
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
︑
ど
う
や
っ

て
自
動
翻
訳
で
き
る
か
。
考
え
る
ロ
ボ
ッ
ト
が
出

現
し
な
い
か
ぎ
り
そ
れ
は
現
実
的
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
の
話
の
な
か
で
︑
美
し
い
日
本
語
は

い
く
つ
も
種
類
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
︑
海
外

の
人
々
と
一
緒
に
日
本
語
を
媒
介
と
し
て
生
活
す

る
と
き
︑
今
私
た
ち
が
大
切
に
し
て
い
る
日
本
語

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
く
な
る
と
言
っ
て
い

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
︑﹁
こ
の
人
頑

固
だ
か
ら
こ
の
人
に
は
こ
う
話
そ
う
﹂
と
か
︑﹁
こ

の
人
ち
ょ
っ
と
物
分
か
り
が
悪
い
か
ら
二
度
ほ
ど

言
っ
て
お
こ
う
﹂と
か
︑
ど
う
い
う
人
と
対
峙
し
て

い
る
か
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方

を
か
え
る
こ
と
は
︑
誰
で
も
行
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
に
︑
外
国
か
ら
来
た
人
と
い
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
一
つ
加
わ
る
わ
け
で
す
。
誰
で
も
日
常

的
に
行
っ
て
い
る
対
人
関
係
へ
の
配
慮
の
︑
対
象

と
な
る
人
々
の
グ
ル
ー
プ
が
も
う
一
つ
加
わ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
︑
私
た
ち
が
美
し
い
と
思

う
日
本
語
は
︑
な
く
し
て
は
な
ら
な
い
し
︑
な
く

な
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
︑﹁
縦
書
き
が
と
て
も
大
切
︑
こ
れ
で

こ
そ
日
本
語
﹂
と
︑
思
わ
れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
︑
こ
の
ご
ろ
は
横
書
き

で
小
説
を
書
く
人
も
現
れ
て
い
ま
す
し
︑
学
校
の

教
科
書
が
︑
科
目
に
よ
っ
て
横
書
き
に
ど
ん
ど
ん

か
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
︑
横
書

き
の
文
脈
と
社
会
の
発
展
︑
私
た
ち
の
国
語
に
対

す
る
意
識
が
関
係
し
て
︑
日
本
語
の
書
き
方
も
決

ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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﹁
ら
抜
き
言
葉
は
よ
く
な
い
﹂
と
言
う
人
が
ど
れ

く
ら
い
い
る
か
と
い
う
調
査
の
結
果
︑﹁
け
し
か
ら

ん
﹂と
言
う
人
が
明
ら
か
に
減
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
二
○
五
○

年
に
な
る
と
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
言
葉
は
時

代
に
つ
れ
て
徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
確
実
に

か
わ
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

野
田
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

予
定
の
時
間
を
す
ぎ
て
い
ま
す
が
︑
最
後
に
本

日
の
お
話
に
つ
い
て
一
言
ず
つ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

鳥
飼
　
日
本
の
社
会
の
今
後
を
考
え
た
と
き
︑
今
︑

国
語
と
日
本
語
と
い
う
話
が
で
ま
し
た
が
︑
日
本

語
の
あ
り
方
が
か
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
を
ど
の
程
度
許
容
す
る
か
︑
あ
る
い
は
母
語
と

し
て
の
日
本
語
︑
そ
し
て
︑
母
語
と
し
て
の
外
国

語
の
存
在
を
ど
の
程
度
︑
許
容
で
き
る
か
が
こ
れ

か
ら
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と

で
は
な
い
か
と
︑
今
日
の
皆
さ
ん
の
お
話
を
伺
い

な
が
ら
考
え
ま
し
た
。

迫
田
　
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
︑
日
本
語
に
対
し

て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
持
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ

と
が
大
き
な
一
歩
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
言

葉
は
か
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
︑
こ
れ
は

ち
ょ
っ
と
言
わ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
︑
こ
れ
は
正

し
い
の
か
な
と
思
わ
れ
た
ら
︑
是
非
そ
の
疑
問
を

出
発
点
と
し
て
︑
辞
書
や
本
を
開
い
て
み
る
と

い
っ
た
行
動
に
つ
な
げ
︑
学
習
者
と
一
緒
に
勉
強

し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

莫
　
国
立
国
語
研
究
所
の
皆
様
の
ご
配
慮
で
︑
私

も
久
し
ぶ
り
に
日
本
語
と
の
一
日
を
過
ご
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
壇
上
で
ご
来
場
の
み
な
さ
ん

の
お
顔
を
見
て
い
て
︑
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
国
立
国
語
研
究
所
の
や
っ
て
い
る
︑
あ
る

意
味
で
は
難
し
い
話
︑
堅
い
話
ば
か
り
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
の
は
ず
な
の
に
︑
定
員
を
オ
ー
バ
ー
し
た
た

く
さ
ん
の
方
が
応
募
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
︑
一

時
か
ら
五
時
ま
で
の
長
時
間
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ

が
日
本
社
会
の
あ
る
種
の
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
勉
強
を
な
さ
っ
て
い
る
日
本
国
民
の
姿

に
感
動
し
て
い
ま
す
。
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
ご
来
席
の
皆
様
の
な
か
に
︑

も
う
年
金
生
活
で
悠
々
自
適
に
毎
日
送
っ
て
も
い

い
は
ず
な
の
に
︑
な
ぜ
こ
こ
に
来
て
︑
お
説
教
を

聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
が
逆
に
︑
日
本
の
す
ご
い
と
こ
ろ

で
す
。
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
が
︑
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に

も
で
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

じ
つ
は
今
夜
締
め
切
り
の
コ
ラ
ム
の
原
稿
が
あ

り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
︑
今
回
の
原
稿
は
︑
こ
う

い
っ
た
話
題
を
内
容
に
し
よ
う
か
な
あ
と
︑
ひ
そ

か
に
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
原
稿
が
発
表
さ
れ

て
か
ら
是
非
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

西
原
　
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
人
々
を
包
み
込

ん
だ
社
会
で
︑
日
本
語
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
皆
様
に
お
願
い
が
一
つ

あ
り
ま
す
。
思
っ
て
い
る
け
ど
面
と
向
か
っ
て
言

わ
な
い
で
き
た
こ
と
を
︑
口
に
だ
し
て
み
て
い
た

だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
お
帰
り
に
な
っ
た
ら
︑

奥
様
︑
旦
那
様
︑
お
子
様
に
︑
ど
ん
な
に
そ
の

方
々
を
愛
し
て
い
る
か
︑
そ
の
方
々
を
ど
ん
な
に

大
切
に
思
っ
て
い
る
か
を
︑
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
か

ら
言
わ
な
く
て
い
い
︑
じ
ゃ
な
く
て
︑
わ
か
っ
て

も
ら
え
る
た
め
に
も
う
一
度
言
っ
て
み
よ
う
と
い

う
こ
と
で
︑
試
し
に
口
に
だ
し
て
み
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
一
つ
の
か
た
ち
が
で
き
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

野
田
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
会
場
の
皆

様
の
ご
協
力
で
よ
い
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
。
長
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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本
日
は
大
切
な
時
間
に
︑
こ
こ
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
︑
一
言
お
礼
を
申
し
上
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
︑
私
た
ち
日
本
語
教
育
研
究
・
情
報
セ
ン
タ
ー
が
企
画
し
ま
し
た
。
こ
の
企
画
を
す
る
と
き
︑
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
よ
う
か
と
考
え
て
︑
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
︑
日
本
語
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
︑
特
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
を
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
と
て
も
簡
単
な
よ
う
で
︑
じ
つ
は
と
て
も
難
し
い
能
力
だ
か
ら
で
す
。
所

長
の
お
話
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
が
︑
新
入
社
員
に
求
め
ら
れ
る
能
力
を
各
企
業
に
聞
い
た
と
こ
ろ
︑
五
百
二
十
人
の
企
業
マ
ン
の

八
○
％
が
︑﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
﹂
を
あ
げ
︑
第
二
位
は﹁
主
体
性
﹂で
六
二
％
で
し
た
。
圧
倒
的
な
差
を
つ
け
て
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
︑
留
学
生
の
日
本
語
能
力
検
定
試
験
の
内
容
も
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
運
用
能
力
を
問

う
内
容
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
︑
所
長
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
語
源
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
︑
私
も
調
べ
て
み
て
︑
同
じ
よ
う
に
ラ
テ
ン
語
が
語
源
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
所
長
は﹁
分
か
ち
与
え
る
﹂と
い
う
表
現
を
使
い
ま
し
た
が
︑﹁
共
有
す
る
︑
共
通
す
る
︑
一
般
的
な
﹂

と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
私
は
︑﹁
共
有
す
る
﹂と
い
う
言
葉
を
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
︑
互
い
に
共
有
す
る
こ
と
︑
つ
ま
り
外
国
の
方
が
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
で
︑
共
有
す
る
部
分
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
鳥
飼

先
生
は﹁
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
で
窓
が
開
か
れ
る
﹂と
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。
カ
ー
ル
先
生
の
話
で
も
︑
お
巡
り
さ
ん
に
呼
び
止
め
ら

れ
て
あ
の
よ
う
に
話
が
展
開
し
た
の
も
︑
彼
が
日
本
語
を
使
え
た
か
ら
で
す
。

莫
先
生
と
お
話
し
た
と
き
︑﹁
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
︑
今
ま
で
ぼ
ん
や
り
と
し
か
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
︑
眼
鏡
を
か
け

て
周
り
が
よ
り
は
っ
き
り
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂と
い
う
こ
と
が
印
象
的
で
し
た
。
そ
し
て
︑
私
た
ち
日
本
語
母
語
話
者
も
外
国
の

人
々
の
日
本
語
を
も
っ
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
ろ
い
ろ
と
共
有
す
る
部
分
が
広
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
︑
西
原
先
生
の
お
話
を
踏
ま
え
る
と
︑
私
た
ち
の
こ
れ
か
ら
の
日
本
語
を
見
つ
め
る
視
点
を
か
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
︑
黙
っ
て
い
て
も
わ
か
る
︑
以
心
伝
心
の
時
代
か
ら
︑
上
手
に
話
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
時
代
へ
と
か
わ
っ
て
い
く
の

閉
会
の
挨
拶	
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で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
︑
共
有
す
る
︑
共
有
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
︑
私
た
ち
自
身
も
変
わ
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

本
日
の
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
っ
て
今
日
の
こ
の
出
来
事
を
共
有
し
あ
い
︑
そ
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
語
を
認
め
︑
上
手
な
日
本

語
の
使
い
手
と
な
る
た
め
の
一
歩
を
踏
み
出
す
機
会
と
な
れ
ば
︑
幸
い
で
す
。
こ
れ
で
︑
最
後
の
挨
拶
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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