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ソ
ト
と
ウ
チ
の
接
点
と
し
て
の
日
本
語
学
習

現
在
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
在
留
外
国
人
数
の
推
移
を
法
務
省
が
調
査
し
ま
し

た
。
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
人
は
、
日
本
に
一
四
万
人
、
世
界
で
は
三
九
八
万
人
、

約
四
〇
〇
万
人
い
ま
し
た
。
実
際
に
日
本
に
住
ん
で
い
る
外
国
人
の
数
は
、
最
新

の
平
成
二
七
年
度
の
デ
ー
タ
で
は
、
な
ん
と
二
一
七
万
二
、八
九
二
人
（
図
1
）。
一

時
期
少
し
落
ち
込
み
ま
し
た
が
増
加
を
続
け
て
い
ま
す
。
外
国
人
の
方
々
も
一
緒

に
住
ん
で
暮
ら
し
て
い
く
社
会
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
私
の
今
日
の
話
の
狙

い
は
、
ソ
ト
と
ウ
チ
の
接
点
と
し
て
の
日
本
語
学
習
で
す
。
日
本
人
と
外
国
人
の

日
本
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
文
法
の
正
確
さ
以
上
に
、
使
用
の

適
切
さ
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
今
回
、
日
本
語
学
習
者
の
コ
ー
パ
ス
を
分
析
し
、

不
適
切
な
日
本
語
使
用
の
背
景
に
は
、
互
い
の
文
化
の
違
い
が
影
響
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
研
究
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、「
安
全
な
誤
用
」
と
「
危
険
な
正
用
」
に
つ
い
て
述
べ
、
次
に
、
日
本
語

学
習
者
の
コ
ー
パ
ス
の
話
を
し
ま
す
。
そ
し
て
、
コ
ー
パ
ス
の
中
の
ロ
ー
ル
プ
レ

イ
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
中
の
一
部
の
結
果
に
つ
い
て
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に
│
安

全
な
誤
用・危
険

な
正
用
│

私
は
四
○
年
以

上
、
日
本
語
を
教
え

て
お
り
、
学
習
者
の

誤
用
は
、
食
べ
る
こ

と
と
寝
る
こ
と
の
次

に
、
大
好
き
で
す
。

学
習
者
た
ち
が
一
生

懸
命
考
え
、
自
分
た

ち
の
ル
ー
ル
で
こ
と

ば
を
書
い
た
り
発
し

た
り
し
ま
す
の
で
、

そ
の
中
に
彼
ら
の
文

法
が
見
え
て
き
ま

〈
ソ
ト
と
ウ
チ
の
接
点
と
し
て
の
日
本
語
学
習
〉

日
本
人
と
外
国
人
の
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

〜
学
習
者
の「
安
全
な
誤
用
」と「
危
険
な
正
用
」〜

日
本
語
教
育
研
究
・
情
報
セ
ン
タ
ー
教
授
　
迫
田 

久
美
子

講
演

迫田 久美子（さこだ くみこ）
日本語教育研究・情報センター教授。博士（教育学）（広島大学）。
「先生、どうして『電話中』というのに『結婚中』と言えないのですか」
など、学習者から多くの質問を浴び、日本語の知識の無さに危機
感を覚え、日本語教師を辞めて大学院に入りました。若い院生に
囲まれて、教える立場から学ぶ立場になって味わった新鮮な驚き
は今でも忘れられません。ノーベル賞を受賞した朝永振一郎は
「不思議だと思うこと、これが科学の芽です。よく観察して確かめ、
そして考えること、これが科学の茎です。そうして最後に謎が解
ける、これが科学の花です。」と言っています。30年近く教えた学
習者たちからもらった研究の種、いつか、花を咲かせたいと思っ
ています。専門は、第二言語としての日本語習得研究・日本語教
育方法学。主な著書は『中間言語研究 日本語学習者における指示
詞コ・ソ・アの習得 』（1998年、渓水社）、『日本語学習者の文法習得』
（共著 2001年、大修館）、『日本語教育に生かす第二言語習得研究』
（2002年、アルク）、『日本語教育のためのコミュニケーション研究』
（共著2012、くろしお出版）など。
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す
。
た
と
え
ば
、「
○
○
さ
ん
が
お
客
様
と
電
話
を
望
む
で
し
た
け
ど
、
お
客
様
の

外
出
で
メ
ッ
セ
ジ
を
の
こ
り
ま
す
」。
こ
れ
は
韓
国
ソ
ウ
ル
の
某
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ

た
と
き
、
ホ
テ
ル
の
ボ
ー
イ
さ
ん
が
渡
し
て
く
だ
さ
っ
た
メ
モ
で
す
。
日
本
語
母

語
話
者
で
あ
れ
ば
、
見
て
、
す
ぐ
、
ど
こ
が
お
か
し
い
か
わ
か
り
ま
す
。

「
あ
の
と
き
の
こ
と
、
覚
え
な
い
、
高
校
生
、
よ
く
覚
え
た
」。
こ
れ
も
、
だ
い

た
い
ど
う
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
か
わ
か
り
ま
す
。
あ
の
と
き
の
こ
と
覚
え
て
い

な
い
と
か
、
高
校
生
の
と
き
は
よ
く
覚
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
花
を
育
つ
、
野
菜
を
育
つ
…
…
み
ん
な
お
母
さ
ん
が
し
た
」。
こ
れ
は
、
自
他

動
詞
の
問
題
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
こ
う
い
う
文
法
の
正
確
さ
に
関
す
る
誤
用
を
研
究
し
て
き
た
の
で

す
が
、
誤
用
か
ら
何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
正
し
い
形
式
は
だ
い
た
い
推
測
で
き

ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
ま
り
問
題
に
な
る
誤
用
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
「
安

全
な
誤
用
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
図
2
）。

し
か
し
、
私
は
こ
こ
二
、三
年
海
外
の
日
本
語
学
習
者
の
デ
ー
タ
を
集
め
て
お

り
ま
し
た
。
一
〇
か
所
く
ら
い
に
行
っ
て
、
だ
い
た
い
一
週
間
で
五
〇
人
ほ
ど
の

デ
ー
タ
を
集
め
て
き
ま
す
。
そ
の
と
き
に
遭
遇
し
た
の
が
こ
う
い
う
誤
用
で
し
た

（
図
3
）。

私
が
、「
で
は
、
こ
れ
か
ら
調
査
を
始
め
ま
す
」
と
言
っ
た
ら
、「
先
生
、
よ
ろ

図1　日本在住の外国人の推移

図2　日本語学習者の誤用

図3　日本語学習者の誤用

在留外国人数の推移（H27法務省調べ）
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（1） 〇〇さんがお客様と電話を望むでしたけど、
 お客さまの外出でメッセジをのこります。
  （韓国・某ホテルのメモ）

（2） あのときのこと、覚えない、高校生、よく覚えた。 
  （中国・学生）

（3） 花を育つ、野菜を育つ・・・みんなお母さんがした。 
  （英国・女性）

誤用であるが、正用が容易に推測できる。

安全な誤用

（4） T ： では、これから調査を始めます。　
 S ： 先生、よろしくネ。

（5） T ： 日本では、学校は4月から始まります。
 S ： へぇ、そうなんだ。

（6） T ： 最近は海外でも和食の店が増えたそうですね。
 S ： そうそう。私も、日本のラーメン、大好き。

文法的には正用であるが、
聞き手には不快感を与えてしまう。

危険な誤用
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し
く
ネ
」
と
い
う
声
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、「
日
本
で
は
、
学
校
は
四

月
か
ら
始
ま
り
ま
す
」
と
言
う
と
、「
へ
ぇ
、
そ
う
な
ん
だ
」
と
い
う
反
応
で
し
た
。

「
最
近
は
海
外
で
も
和
食
の
店
が
増
え
た
そ
う
で
す
ね
」
と
言
う
と
、「
そ
う
そ
う
。

私
も
、
日
本
の
ラ
ー
メ
ン
、
大
好
き
」
と
い
う
返
答
で
し
た
。
こ
れ
は
文
法
的
に

は
悪
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
聞
き
手
は
、
な
ん
と
な
く
カ
チ
ー
ン
と
く
る
よ
う
な

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
私
自
身
が
ち
ょ
っ
と
不
快
感
を
覚
え
た
わ
け
で
す
。
そ
の

意
味
で
は
、「
危
険
な
正
用
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

最
も
驚
い
た
の
が
次
に
ご
紹
介
す
る
例
で
す
。
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
店
長
さ
ん
に
、

週
三
日
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
週
二
日
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
依
頼
の

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
や
り
ま
す
。
日
本
語
母
語
話
者
に
や
っ
て
も
ら
う
と
、
だ
い
た

い
み
な
さ
ん
、「
あ
の
う
、
す
み
ま
せ
ん
、
店
長
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
、
お
話
し
し
た

い
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
…
…
」
で
始
ま
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
お
も
し
ろ
か
っ

た
の
が
学
習
者
の
言
い
方
で
す
。
皆
さ
ん
、
ど
の
よ
う
に
切
り
だ
す
と
思
わ
れ
ま

す
か
。

「
店
長
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
言
い
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
」。
こ
れ
で
切
り
出
さ
れ

た
と
き
に
は
、
私
も
ほ
ん
と
う
に
後
ず
さ
り
し
た
い
く
ら
い
、「
そ
う
か
、
そ
う

い
う
表
現
に
な
る
の
か
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
の
驚
き
で
し
た
。
学
習
者
は
、

け
っ
し
て
彼
は
文
句
を
い
う
つ
も
り
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う

に
お
願
い
を
し
た
い
の
で
す
。
た
ぶ
ん
、
そ
の
人
の
母
語
で
は
こ
の
よ
う
な
言
い

方
を
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
少
し
の
表
現
の
違
い
で
す

が
、
お
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
影
響
が
で
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

日
本
語
学
習
者
コ
ー
パ
ス

現
在
、
日
本
語
学
習
者
コ
ー
パ

ス
の
構
築
を
目
指
し
て
作
業
を
し

て
お
り
ま
す
。『I -JA

S ;Interna -

tional corpus of Japanese as 

a second language

』
と
名
付
け

ま
し
た
。
多
言
語
母
語
の
日
本
語

学
習
者
横
断
コ
ー
パ
ス（
以
下
、

『
多
言
語
横
断
コ
ー
パ
ス
』
と
す

る
）
で
す
。
な
ぜ
多
言
語
か
と
い

う
と
、
異
な
る
一
二
言
語
を
母
語

と
す
る
海
外
一
七
か
国
（
二
〇
地

域
）
の
学
習
者
言
語
の
発
話
と
作

文
デ
ー
タ
を
集
め
て
い
る
か
ら
で

す
。
言
語
類
型
を
い
ろ
い
ろ
考
え

て
、
図
4
に
示
す
一
二
言
語
を
母

語
と
す
る
学
習
者
の
デ
ー
タ
を
集

め
ま
し
た
。
本
日
ご
紹
介
す
る
の

は
、
こ
の
中
の
英
語
、
フ
ラ
ン
ス

語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
中
国
語
を
母

語
と
す
る
日
本
語
学
習
者
の
デ
ー

タ
で
す
。

調
査
は
次
の
よ
う
な
流
れ
で

図4　日本語学習者コーパス   I-JAS 
（多言語母語の日本語学習者横断コーパス）

図5　対面調査の内容と流れ

12の異なった言語とは？

（語系：ゲルマン、ロマンス、シナチベット、 
アルタイ、オーストロネシア、スラビック他）

①英語  ②フランス語  ③スペイン語  

④ドイツ語  ⑤ロシア語  ⑥中国語  

⑦韓国語  ⑧トルコ語  ⑨インドネシア語  

⑩タイ語  ⑪ベトナム語  ⑫ハンガリー語

1. ストーリー・テリング（ST） 
4～ 5コマの絵を見て、物語を作成。

2. 対話（30分） 
半構成インタビュー（共通の話題でおしゃべり）

3. ロールプレイ（RP）　　「依頼」と「断り」
4. 絵描写タスク 

1枚の絵を見て、日本語で説明
5. ストーリー・ライティング 

1.のSTのタスクを一定時間を与えてPCで書く。
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行
い
ま
し
た
（
図
5
）。
最
初
に
、
四
〜
五
コ
マ
の
絵
を
見
て
、
物
語
を
口
頭
で
話

し
て
も
ら
う
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
（
S
T
）
と
、
三
〇
分
の
半
構
成
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
す
。
つ
ま
り
、
自
然
な
お
し
ゃ
べ
り
の
よ
う
な
形
で
設
定
さ
れ
た
話
題

の
話
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
（
R
P
）
で
す
。
さ
っ
き
紹

介
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
の
日
数
を
変
え
て
も
ら
う
「
依
頼
」
と
、「
断
り
」
で
す
。
さ

ら
に
、
一
枚
の
絵
を
見
て
、
そ
の
描
写
を
日
本
語
で
説
明
し
て
も
ら
い
ま
す
。
最

後
は
、
最
初
に
見
せ
た
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ
を
、
一
定
時
間
を
与
え
て
、
考

え
て
、
パ
ソ
コ
ン
に
書
い
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
す
。
本
日
紹
介
す
る
の
は

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
の
依
頼
で
す
。

『
多
言
語
横
断
コ
ー
パ
ス
』
の
特
徴
は
、
多
様
な
類
型
の
異
な
っ
た
母
語
の
学
習

者
を
対
象
と
し
て
集
め
て
い
る
こ
と
と
、
各
地
域
で
約
五
〇
人
の
学
習
者
デ
ー
タ

を
収
集
し
、
国
内
の
教
室
環
境
と
自
然
環
境
学
習
者
も
含
め
、
最
終
的
に
は
千
人

コ
ー
パ
ス
を
目
指
し
て
い
る
こ

と
で
す
（
図
6
）。
ま
た
、
す

べ
て
の
学
習
者
に
統
一
の
日
本

語
能
力
テ
ス
ト
を
受
け
て
も

ら
い
、
そ
の
結
果
を
デ
ー
タ
と

し
て
残
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
発
話
と
作
文
の
デ
ー
タ
に

加
え
、
学
習
者
の
音
声
デ
ー
タ

も
公
開
を
予
定
し
て
い
る
こ
と

で
す
。
現
在
、
文
字
化
の
真
っ

最
中
で
す
が
、
こ
の
春
（
二

○
一
六
年
春
）、
第
一
次
デ
ー

タ
と
し
て
一
二
言
語
の
学
習
者
一
五
名
ず
つ
と
国
内
の
学
習
者
、
そ
れ
か
ら
日
本

人
も
含
め
て
全
部
で
二
二
五
名
の
デ
ー
タ
を
公
開
す
る
予
定
で
す
。
残
り
は
、
第

二
次
か
ら
第
五
次
の
公
開
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
完
成
は
二
○
二
○
年
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
年
で
す
。

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
に
お
け
る
依
頼
表
現 

一
．先
行
研
究

本
日
の
デ
ー
タ
は
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
に
よ
る
依
頼
表
現
で
す
が
、
ま
ず
、
先
行

研
究
を
紹
介
し
ま
す
。
志
村
・
生
駒
（
一
九
九
二
）
は
、
英
語
話
者
で
日
本
語
を
学

ん
で
い
る
人
た
ち
を
対
象
に
、
断
り
場
面
の
表
現
を
日
本
語
母
語
話
者
と
比
較
し

て
、
い
わ
ゆ
る
誤
用
論
の
転
移
（pragm

atic transfer

）
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
示

し
ま
し
た
。
具
体
的
に
言
う
と
、
断
り
の
仕
方
が
、
英
語
話
者
は
た
と
え
日
本
語

で
断
っ
て
い
て
も
、
そ
の
中
に
あ
ま
り
代
案
を
示
さ
な
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
、
社
会
的
地
位
の
違
い
、
つ
ま
り
、
目
上
の
人
に
断
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
中
途
終
了
文
（
言
い
さ
し
文
）
を
あ
ま
り
使
わ
ず
、
直
接
的
に
は
っ
き
り

断
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
こ
れ
は
、
母
語
の
影
響
で
は
な
い
か
、

と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
鮫
島
（
一
九
九
八
）
は
、
中
国
語
母
語
話
者
を
対
象
に
、
初
級
・
中
級
前

期
・
中
級
後
期
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
、
談
話
完
成
テ
ス
ト
を
用
い
て
、「
依
頼
」
場

面
で
の
特
徴
お
よ
び
母
語
の
影
響
を
調
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
実
際
に
話
さ
せ
る

の
で
は
な
く
て
、
こ
う
い
う
場
合
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
言
い
ま
す
か
、
と
い

う
談
話
を
完
成
さ
せ
る
筆
記
テ
ス
ト
で
し
た
。
彼
の
調
査
に
よ
る
と
、
初
級
あ
た

り
は
、「
〜
く
だ
さ
い
」「
〜
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
い
っ
た
言
い
方
か
ら
、
中

図6　I-JAS の特徴

Ⅰ . 多様な類型の異なった母語の学習者を
対象。

Ⅱ . 各地域で約50人の学習者のデータを収
集し、国内の自然環境学習者も含め、
最終的には1,000人コーパスを目指して
いる。

Ⅲ . すべての学習者に統一の日本語能力テ
ストを実施している（SPOT、J-CAT）。

Ⅳ . 発話と作文のデータに加え、学習者の
音声データも公開予定。
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級
前
期
に
な
る
と
、「
〜
い
い
で
す
か
」「
〜
て
も
い
い
で
す
か
」「
〜
て
い
い
で
す

か
」
と
い
う
よ
う
に
か
わ
り
、
最
終
的
に
は
、「
〜
で
す
が
」
の
よ
う
な
中
途
終
了

文
が
出
て
く
る
段
階
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
特
に
、「
〜
い
い
で
す

か
」「
〜
て
（
も
）い
い
で
す
か
」
と
い
っ
た
言
い
方
は
、
中
国
語
に
非
常
に
多
い
の

で
、
こ
れ
ら
は
中
国
語
の
影
響
で
は
な
い
か
、
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
猪
崎
（
二
○
○
○
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
の
日
本
語
学
習
者
を
調
べ
て

い
ま
す
。
日
本
人
母
語
話
者
同
士
の
会
話
で
は
、
何
か
お
願
い
を
す
る
と
き
、「
実

は
、
お
願
い
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
予
告
部
分
が
用

い
ら
れ
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
の
学
習
者
は
そ
の
よ
う
な
言
い
方
は
あ
ま
り

使
い
ま
せ
ん
。
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
次
で
す
。「
変
更
の
依
頼
」
で
は
、
日
本
人

は
「
お
願
い
」
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
は
お
願
い
と
い

う
よ
り
交
渉
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
聞
く
側
、

日
本
人
に
は
押
し
つ
け
が
ま
し
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
、
と
い
う
結
論
を
出
し

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
母
語
と
い
う
か
母
文
化
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て

い
る
先
行
研
究
で
す
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。
鮫
島
の
場
合
、
実

際
の
会
話
で
は
な
く
談
話
完
成
テ
ス
ト
で
す
。
ま
た
会
話
調
査
で
は
、
対
象
者
が
、

志
村
・
生
駒
は
一
○
人
、
猪
崎
は
七
人
と
非
常
に
少
な
く
、
さ
ら
に
、
い
ず
れ
も

母
語
を
一
つ
に
限
定
し
て
調
査
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
複
数
の
異
な
っ
た

母
語
の
学
習
者
で
は
ど
う
か
と
い
う
点
が
謎
に
な
っ
て
い
ま
す
。

二
．ロ
ー
ル
プ
レ
イ
の
調
査

そ
こ
で
、
今
回
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
話
者
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
英
語
話
者
、
中
国

語
話
者
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
名
、
あ
わ
せ
て
六
〇
名
の
学
習
者
を
調
べ
ま
し
た
。
彼

ら
は
す
べ
て
J
–
C
A
T
と
S
P
O
T
と
い
う
日
本
語
能
力
テ
ス
ト
を
受
け
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
点
数
に
基
づ
き
、
統
計
分
析
を
か
け
、
日
本
語
能
力
が
等
質
レ

ベ
ル
と
判
定
さ
れ
た
一
五
名
ず
つ
を
選
出
し
、
日
本
語
母
語
話
者
、
つ
ま
り
日
本

人
一
五
名
と
比
べ
て
み
ま
し
た
。

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
の
内
容
は
、「
あ
な
た
は
、
日
本
料
理
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て

い
ま
す
。
…
…
中
略
…
…
。
い
ま
は
、
一
週
間
に
三
日
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
忙
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
一
週
間
に
二
日
に
変
更
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
店
長
に
言
っ
て
、
三
日
か
ら
二
日
に
か
え
て
も
ら
う
よ
う
に

頼
ん
で
く
だ
さ
い
」
で
す
。
実
際
の
調
査
で
は
日
本
語
は
見
せ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ

れ
の
学
習
者
の
母
語
ま
た
は
英
語
で
作
成
さ
れ
た
ロ
ー
ル
カ
ー
ド
の
ど
ち
ら
か
を

選
ん
で
、
読
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
、
調
査
者
（
日
本
語
母
語
話
者
）
と
対

象
者
が
一
対
一
で
実
施
し
ま
す
（
図
7
）。
そ
こ
で
は
、
す
ぐ
に
学
習
者
の
申
し
出

に
了
承
を
出
さ
な
い
で
、「
こ
っ
ち
も
忙
し
い
ん
で
、
な
ん
と
か
な
り
ま
せ
ん
か

ね
ぇ
」
と
、
く
い
さ
が
る
店
長
側
と
何
回
か
の
や
り
と
り
を
し
ま
す
。

結
果
の
分
析

結
果
の
分
析
を
紹
介
し
ま
す
。
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
全
体
は
比
較
的
に
長
い
の
で

す
が
、
ど
の
よ
う
に
依
頼
を
す
る
か
に
焦
点
を
あ
て
る
た
め
に
、
前
半
部
分
の

み
を
三
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
て
分
析
し
ま
し
た
。
三
つ
の
パ
ー
ト
と
は
、
開
始
部
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分
（
A
）、
前
提
部
分
（
B
）、
依
頼
部
分
（
C
）
で
す
。
依
頼
を
述
べ
る
ま
で
の
流

れ
と
し
て
、
開
始
部
分
（
A
）
は
「
あ
の
ー
、
ご
相
談
が
あ
る
ん
で
す
が
」
か
ら
始

ま
っ
て
、
前
提
部
分
（
B
）「
い
ま
、
週
三
日
は
た
ら
い
て
い
る
ん
で
す
が
」、
最

後
、
本
題
の
依
頼
部
分
（
C
）
は
、「
週
二
日
に
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
」
と
続
き
ま
す
。
こ
れ
が
一
般
的
な
日
本
語
母
語
話
者
の
パ
タ
ー
ン

で
す
。
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
文
の
種
類
を
説
明
し
ま
す
。
言
い
さ
し
（
中
途
終

了
）
文
と
は
、「
お
話
し
し
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
…
…
」
と
最
後
ま
で
言
わ

な
い
で
途
中
で
終
わ
る
表
現
で
す
。
た
と
え
言
い
さ
し
で
も
、
相
手
も
何
か
あ
る

な
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
質
問
文
を
使
う
場
合
は
、「
い
ま
、
ち
ょ
っ
と
よ
ろ
し

い
で
し
ょ
う
か
」
の
よ
う
に
、
相
手
の
様
子
を
う
か
が
う
よ
う
な
表
現
を
使
い
ま

す
。
そ
し
て
、
第
三
は
、
日
本
人
に
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
店
長
、
話
し
が
あ

り
ま
す
」
の
よ
う
な
平
叙
文
で
す
。
日
本
語
母
語
話
者
に
も
何
人
か
は
使
用
し
て

い
る
人
が
い
ま
し
た
。

開
始
部
の
結
果
が
表
1
で
す
。
日
本
語
話
者
の
場
合
は
圧
倒
的
（
九
〇
％
）
に
、

中
途
終
了
文
で
始
ま
り
ま
す
が
、
外
国
人
の
場
合
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
結

果
か
ら
、
母
語
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
母
語
話
者
は
、「
言
い
さ
し
」（
途
中
終

了
）
が
多
い
の
に
対
し
て
、
学
習
者
は
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

日
本
人
だ
っ
た
ら
、「
ご
相
談
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
…
…
」「
申
し
訳
な
い
ん
で
す

け
ど
…
…
」
と
言
う
の
で
す
が
、
学
習
者
は
そ
れ
が
少
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と

は
生
駒
・
志
村
の
先
行
研
究
を
支
持
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

言
い
さ
し
文
を
使
わ
な
い
学
習
者
は
、
平
叙
文
を
使
う
傾
向
が
あ
り
、
中
国
語

話
者
は
そ
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
い
き
な
り
「
お
願
い
が
あ
り
ま
す
」
と

か
「
質
問
が
あ
り
ま
す
」「
話
が
あ
り
ま
す
」「
話
し
た
い
で
す
」
で
始
ま
り
ま
す
。

一
番
驚
い
た
の
は
、
最
初
に
も
ご
紹
介
し
た
「
言
い
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
い

う
表
現
で
す
。
こ
れ
は
さ
す
が
に
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
直
接
的
な
表
現
を
使

う
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
日
本
語
母
語
話
者
は
、
依
頼
に
入
る
前
に
、
開
始
部
で
ま
ず
、
自
分
の

依
頼
を
謝
罪
か
ら
始
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
あ
っ　

お
時
間

を
と
っ
て　

す
み
ま
せ
ん
」
と
か
「
あ
の
ー　

ち
ょ
っ
と
お
時
間
い
た
だ
け
ま
す
で

し
ょ
う
か
」
の
よ
う
に
謝
罪
を
す
る
よ
う
な
表
現
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
猪
崎
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。

次
は
前
提
部
で
す
。

日
本
語
母
語
話
者
の
場
合
、「
い
ま
、
自
分
は
週
三
日
働
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ

図7　ロールプレイの実施概要

表1　学習者の発話開始部（A）の文の種類

調査者（日本語母語話者）
対象者（海外・国内の大学生／国内の外国人就労者）

● 1対1で実施
● ロールカード：互いの役割
 と対話の内容を説明
 （対象者の母語または英語）
● 複数回のやりとりを録音する

日本語話者

［開始部の各文の割合］

フランス語話者 スペイン語話者

中途 質問 平叙 中途 質問 平叙 中途 質問 平叙

90% 0% 10% 17% 50% 33% 33% 33% 33%

英語話者 中国語話者

中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
27% 55% 18% 27% 18% 55%
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ど
も
」
の
よ
う
に
、
依
頼
に
入
る
前
に
、
必
ず
現
状
に
つ
い
て
説
明
し
、
依
頼
の

前
提
を
話
し
ま
す
。「
い
ま
、
週
三
日
、
入
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
…
…
」「
い
ま

ま
で
週
三
日
で
働
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
…
…
」。
こ
の
よ
う

な
前
提
が
入
る
と
、
聞
く
側
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。「
何
か
言
っ
て
く
る
な
」「
ア

ル
バ
イ
ト
日
数
の
こ
と
だ
な
」
と
い
う
こ
と
が
、
推
測
で
き
る
わ
け
で
す
。

日
本
人
に
は
前
提
部
に
、
説
明
が
一
〇
〇
％
あ
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
母
語
話

者
に
わ
り
と
説
明
が
あ
り
ま
す
が
、
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
や
英
語
話
者
、
中
国
語
話

者
は
説
明
な
し
が
わ
り
と
多
く
な
っ
て
い
ま
す
（
表
2
）。
ス
ペ
イ
ン
語
、
英
語
、

中
国
語
話
者
の
場
合
、
前
提
を
省
略
し
て
本
題
の
依
頼
に
す
ぐ
入
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。「
店
長
に
お
願
い
が
あ
り
ま
す
が
、
ふ
つ
か
、
週
に
二
日
だ
け
働
き
た
い

ん
で
す
」
と
い
き
な
り
本
題
を
切
り
出
し
ま
す
。
私
も
、「
え
ー
っ
と
、
い
ま
何
日

働
い
て
い
ま
し
た
か
」
と
聞
き
返
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
早
く
本
題
を
切
り
出
す

ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
す
。

次
は
最
後
の
依
頼
部
で
す
。

本
題
に
入
っ
た
と
き
、
ど
ん
な
文
の
形
式
が
多
い
で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
、
日
本
人
は
「
二
日
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
…
…
」
の

よ
う
な
言
い
さ
し
（
中
途
終
了
）
文
で
す
（
表
3
）。
本
題
の
部
分
で
中
途
終
了
文

を
使
う
の
は
、
外
国
人
の
日
本
語
学
習
者
に
は
も
し
か
し
た
ら
曖
昧
と
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
学
習
者
は
言
い
さ
し
で
は
な
く
、「
質
問
文
」
の
割

合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、「
二
日
間
に
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん

か
」「
二
日
は
ど
う
で
す
か
」
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、
ま
だ
ま
だ
丁

寧
で
す
。「
二
日
に
な
っ
て
も
い
い
で
す
か
」
は
、「
二
日
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
も

い
い
で
す
か
」
の
よ
う
な
使
役
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
か
た
ち
で
す
。

質
問
文
だ
け
で
な
く
、
平
叙
文
の
割
合
も
高
い
で
す
。
た
と
え
ば
、

「
勉
強
が
難
し
い
な
の
で
お
願
い
し
ま
す
」「
二
日
だ
け
を
で
き
れ
ば
働
き
た
い
で

す
」
な
ど
で
す
。「
店
長　

二
日
だ
け
お
願
い
し
ま
す
」。「
い
や
ぁ
ー
、
こ
っ
ち
も

い
ろ
い
ろ
忙
し
い
か
ら
」
と
言
う
と
、「
い
や
、
お
願
い
し
ま
す
」「
お
願
い
し
ま

す
」
の
連
呼
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

「
二
日
だ
け
働
い
て
、
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
に
は
、
使
役
を
一
生
懸
命
使
お
う
と

す
る
学
習
者
の
気
持
ち
が
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
表

現
は
、
学
習
者
に
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
。「
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
く
」「
二

日
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
が
な
か
な
か
使
え
な
い
よ
う
で
す
。

そ
の
た
め
に
、
意
図
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
問
題
の
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま
す
。

表2　学習者の前提部（B）の説明の有無

表3　学習者の発話依頼部（C）の文の種類

［前提部の現状説明の有無の割合］

日本語話者 フランス語話者 スペイン語話者

説明有 説明無 説明有 説明無 説明有 説明無

100% 0% 93% 7% 60% 40%

英語話者 中国語話者

説明有 説明無 説明有 説明無
47% 53% 67% 33%

［依頼部の各文の割合］

日本語話者 フランス語話者 スペイン語話者

中途 質問 平叙 中途 質問 平叙 中途 質問 平叙

73% 20% 7% 27% 53% 20% 13% 47% 40%

英語話者 中国語話者

中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
7% 73% 20% 0% 80% 20%
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た
と
え
ば
、「
変
更
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
思
っ
て
」
な
ど
は
、
少
し
丁
寧
さ
が
欠

け
ま
す
。「
や
め
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
の
例
は
、
お
そ
ら
く
「
一
日
や
め
さ
せ

て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
で
は
ま
っ
た
く

立
場
が
逆
転
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
「
私
は
三
日
の
仕
事
が
で

き
ま
せ
ん
で
す
か
ら
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
で
す
か
」
と
、
聞

か
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
店
長
（
聞
き
手
）
に
不

快
感
、
誤
解
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。

結
果
を
ま
と
め
る
と

ま
ず
、
第
一
に
、
学
習
者
は
母
語
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
開
始
部
や
依
頼

部
で
「
言
い
さ
し
（
中
途
終
了
）
文
」
を
使
い
ま
せ
ん
。
母
語
話
者
で
あ
れ
ば
、

「
ち
ょ
っ
と
ご
相
談
が
あ
る
ん
で
す
が
…
…
」
と
言
う
と
こ
ろ
を
、「
い
ま
、
暇
で

す
か
」
と
か
「
話
が
あ
り
ま
す
」「
あ
の
ー
店
長
、
話
し
た
い
で
す
」
と
切
り
出
し
ま

す
。
こ
れ
ら
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
上
司
で
あ
る
店
長
に
不
愉
快
な
印
象
を
与
え

る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

第
二
は
、
学
習
者
は
前
提
を
示
さ

ず
、
い
き
な
り
要
望
を
提
示
し
て
く
る

場
合
も
多
く
、
唐
突
な
感
じ
を
与
え
ま

す
。
日
本
人
だ
っ
た
ら
「
い
ま
、
週
三

日
、
入
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
…
…
」

と
言
っ
た
ら
、「
こ
れ
は
だ
い
た
い
ア

ル
バ
イ
ト
の
日
数
の
話
だ
な
」
と
い
う

推
測
が
つ
く
の
で
す
が
、
前
提
が
な

く
、
い
き
な
り
、「
店
長
に
お
願
い
が
あ
り
ま
す
が
、
ふ
つ
か
、
週
に
二
日
だ
け
働

き
た
い
ん
で
す
。
い
い
で
す
か
」
と
話
を
進
め
ま
す
。
中
国
の
学
習
者
に
は
、「
い

い
で
す
か
」
と
念
押
し
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

第
三
は
、
母
語
話
者
は
謝
罪
表
現
が
多
く
出
て
き
ま
す
が
、
学
習
者
に
は
謝
罪

す
る
面
は
少
な
く
、
そ
れ
は
先
行
研
究
で
猪
崎
が
言
っ
て
い
る
、「
学
習
者
は
依

頼
と
み
な
さ
ず
、
依
頼
を
交
渉
と
み
な
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
」
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。
日
本
語
母
語
話
者
の
場
合
、「
申
し
訳
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も

…
…
」「
週
二
日
に
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
…
…
」
と
、
へ

り
く
だ
っ
て
話
を
し
ま
す
。
学
習
者
に
は
、「
二
日
ど
う
で
す
か
」「
二
日
だ
け
を

で
き
れ
ば
働
き
た
い
で
す
。
ど
う
で
す
か
、
い
い
で
す
か
」
と
い
っ
た
表
現
が
出

て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
彼
ら
の
日
本
語
能
力
レ
ベ
ル
が
ま
だ
そ
こ
ま
で

達
し
て
い
な
い
と
い
う
日
本
語
能
力
の
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
の

国
の
学
習
者
も
、
比
較
的
に
交
渉
的
な
表
現
が
多
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

お
わ
り
に
│
多
文
化
共
生
社
会
の
な
か
で
│

二
〇
〇
万
人
の
外
国
人
が
住
ん
で
い
る
日
本
は
、
こ
れ
か
ら
多
文
化
共
生
の
社

会
に
進
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
の
企
業
が
外
国
人
に
ど
ん
な
能
力
を

求
め
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
ま
し
た
（
図
8
）。
二
〇
〇
六
年
の
調
査
に
よ
る
と
、

圧
倒
的
に
「
日
本
語
力
」
で
す
。
次
に
、「
日
本
の
社
会
・
文
化
に
適
応
す
る
能

力
」、
そ
れ
か
ら
、
調
整
力
と
も
い
え
る
「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
力
」
が
出
て
き
ま
す
。

次
に
、
日
本
語
以
外
の
他
の
母
語
を
含
め
て
の
「
他
の
言
語
能
力
」
と
、
日
本
企
業

文
化
・
働
き
方
へ
の
適
応
力
を
指
す
「
働
き
方
対
応
」
が
同
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
道
の
「
専
門
知
識
」
が
続
き
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
日
本
企
業
が
い
わ
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ゆ
る
外
国
人
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
に
求
め
る
内
容
で
す
。

ま
と
め
る
と
、
多
く
の
企
業
が
、
た
と
え
外
国
人
と
い
え
ど
も
日
本
語
で
大
半

の
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

相
手
や
場
面
に
お
い
て
使
い
分
け
ら
れ
る
日
本
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
で
す
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
は
、
単
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
場
面
に
よ
っ
て
、
相
手
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
通
常
の
日
本
語
の
生
活
に
不
自
由
の
な
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
相
手
が
何
を
望
ん
で
い
る
か
、
何
を
考
え
て
い

る
か
を
考
え
た
う
え
で
の
言
語
行
動
、
言
語
能
力
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

こ
の
調
査
の
報
告
書
で
は
、
非

対
面
型
の
電
話
や
メ
ー
ル
な
ど
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
ビ

ジ
ネ
ス
に
必
要
な
日
本
語
能
力
と

位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

で
は
、
留
学
生
側
は
企
業
に

ど
ん
な
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で

し
ょ
う
か
（
図
9
）。

ま
ず
、
日
本
人
社
員
の
「
異
文

化
理
解
」
で
す
。
今
回
の
ロ
ー
ル

プ
レ
イ
で
は
、
私
た
ち
は
ア
ル
バ

イ
ト
日
数
の
変
更
を
「
依
頼
」
と

考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
学
習
者

が
当
然
の
交
渉
だ
、
と
考
え
て
い

た
ら
表
現
も
か
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
次
が
、
留
学
生
を
人
材
と
し
て

活
か
す
方
法
と
し
て
の
「
現
場
で
の
人
事
」
で
す
。
も
っ
と
留
学
生
を
活
用
し
て
ほ

し
い
と
い
う
願
い
で
す
。
次
は
、
充
実
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
場
面
に
適
し
た
「
日
本
語

教
育
」
の
充
実
、
そ
し
て
「
評
価
の
透
明
性
」
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

年
功
序
列
で
は
な
く
「
能
力
重
視
の
評
価
」
が
、
上
位
の
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
の
多
文
化
共
生
社
会
で
は
、
日
本
語
母
語
話
者
の
外
国
人

に
対
す
る
異
文
化
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
相
手
に
求
め
る
だ
け
で
は

な
く
、
私
た
ち
自
身
も
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

ま
た
、
日
本
語
教
育
に
お
い

て
は
、
文
法
の
正
確
さ
だ
け
で
な

く
、
具
体
的
に
動
画
や
ロ
ー
ル
プ

レ
イ
な
ど
を
活
用
し
て
、
表
現
の

適
切
性
や
こ
と
ば
の
伝
わ
り
方
・

伝
え
方
な
ど
も
具
体
的
に
指
導
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
、
学
習
者
コ
ー
パ
ス
の
研
究
を

通
し
て
、
ソ
ト
と
ウ
チ
の
接
点
と

し
て
の
日
本
語
教
育
の
在
り
方
を

考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

図8　企業が求める外国人の能力とは？

図9　留学生が日本企業に望むことは？

「日本企業における外国人留学生の就業促進に関する調査
研究」の報告書概要（2007）から
（AOTS：（財）海外技術者研修協会　2006年調査実施）
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