
「
日
本
語
教
授
法
」

の
目
的
と
方
法

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
実
態
の
分
析

ー
、
は
じ
め
に

一
九
八
八
年
度
か
ら
熊
本
女
子
大
学
に
は
日
本
語
教
育
課
程
が
設

置
さ
れ
、
一
九
八
九
年
度
よ
り
「
日
本
語
教
授
法
I
」
の
講
義
が
始

ま
っ
た
。
筆
者
は
こ
の
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。
初
対
面
の
学
生
に

つ
い
て
お
お
ま
か
な
こ
と
だ
け
で
も
知
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
、
第

一
回
目
の
講
義
の
と
き
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
そ
の
内
容
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

1

「
日
本
語
教
授
法
I
」
を
と
る
理
由

2

こ
の
講
義
で
勉
強
し
た
い
こ
と
、
期
待
し
て
い
る
こ
と
。
そ

の
理
由
。

A
、
ガ
行
鼻
濁
音
と
は
何
か
。

B
、
白
本
語
の
格
助
調
の
「
と
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
用
法
が
あ

る。①
動
作
の
相
手
を
表
わ
す
。

友
と
学
ぶ
。

②
思
考
・
判
断
の
内
容
を
そ
れ
と
指
示
す
る
意
を
表
わ
す
。

ー
と
言
う
／
思
う
。

馬

場

良

③
ー
の
よ
う
に
花
と
散
る
。

そ
れ
で
は
、
「
を
」
に
は
ど
ん
な
用
法
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
例

文
を
つ
け
て
書
い
て
く
だ
さ
い
。

c、
①
雨
が
ふ
っ
て
い
る
。
②
雨
が
や
ん
で
い
る
。
③
あ
か
り

が
つ
い
て
い
る
。
④
あ
か
り
を
つ
け
て
い
る
。
⑤
高
い
山
が

そ
び
え
て
い
る
。
①
1
⑤
の
文
の
動
調
を
意
味
的
に
分
類
し
、

そ
の
分
類
と
、
ー
て
い
る
の
関
係
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

D
、
「
仲
間
」
と
い
う
語
の
意
味
は
何
か
。
例
文
を
つ
け
て
書
い

て
下
さ
い
。

こ
こ
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
の
う
ち
受
講
理
由
と
講
義
に
対

す
る
要
望
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
同
時
に
、
こ
の
講
義
の
目
指
す
と

こ
ろ
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
学
生
の
反
応

質
問
の
1
、
2
は
学
生
の
「
気
持
ち
」
を
、

A
か
ら
D
は
「
知

識
」
あ
る
い
は
「
分
析
能
力
」
を
知
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

A
は

音
声
、

B
は
格
助
調
、

C
は
動
調
の
活
用
、

D
は
語
の
意
味
に
関
す

2 



る
も
の
で
あ
る
。

「
ま
る
で
文
法
の
試
験
だ
」
と
言
い
な
が
ら
、
学
生
た
ち
は
努
力

し
て
書
い
て
く
れ
た
。
確
か
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
と
言
う
に
は
専
門
的

す
ぎ
る
質
問
が
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
す
が
に
日
本

語
話
者
だ
け
あ
っ
て
、
わ
か
ら
な
い
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
鋭
い
直

感
力
と
何
が
し
か
の
知
識
と
に
よ
っ
て
回
答
し
て
く
れ
た
。
体
系
的

記
述
や
専
門
用
語
の
使
用
と
い
う
点
で
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
各
人

各
様
に
自
分
の
こ
と
ば
で
書
い
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の

D
に
対
す
る

回
答
は
「
仲
間
」
の
語
義
分
析
の
重
要
な
資
料
と
し
た
。
具
体
的
な

回
答
例
と
合
わ
せ
て
熊
本
女
子
大
学
『
生
活
文
化
研
究
』
（
第
八
巻

第
一
号
一
九
八
九
年
）
に
発
表
予
定
で
あ
る
。

「
日
本
語
教
授
法
I
」
の
受
講
理
由

ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
の
受
講
理
由
に
関
す
る
回
答
を
お
お
ま
か
に
集

計
し
て
み
た
。

選
択
式
で
は
な
く
、
各
自
に
自
由
に
書
い
て
も
ら
っ
た
の
で
、
分

類
し
づ
ら
い
回
答
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
集
計
に
は
不
備
な

点
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
受
講
生
全
体
の
だ
い
た
い
の
傾
向
は
示
し
て

い
る
と
思
う
。

二
年
生
と
三
・
四
年
生
に
分
け
て
あ
る
の
は
、
二
年
生
は
卒
業
ま

で
に
「
日
本
語
教
育
課
程
」
を
修
了
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
方
、
三

・
四
年
生
は
こ
の
講
義
を
と
っ
て
も
「
課
程
」
は
修
了
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
年
生
の
受
講
生
が
多
く
、
三
・
四
年
生

が
少
な
い
の
も
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の

講
義
は
卒
業
単
位
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
卒
業
単
位
取
得

3 
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注
・
・
日
本
語
教
員
能
力
検
定
試
験
と
い
う
の
は
、
昭
和
六
十
二
年
度
よ

り
文
部
省
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
試
験
で
あ
る
。
資
格
試
験

で
は
な
い
の
で
、
こ
の
試
験
に
合
格
し
な
く
と
も
日
本
語
の
教
師

に
な
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
教
師
募
集
の
条
件
に
「
日
本
語
教
員

能
力
検
定
試
験
合
格
」
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て

い
る
。

の
た
め
だ
け
に
受
講
し
て
い
る
学
生
は
い
な
い
。

か
な
り
明
確
に
、
「
教
師
に
な
り
た
い
」
と
い
う
学
生
が
多
い
。
残

念
な
が
ら
、
今
の
と
こ
ろ
、
国
語
、
英
語
、
家
庭
科
と
い
っ
た
学
校



教
育
の
教
科
目
と
な
っ
て
い
る
分
野
と
は
異
な
り
、
課
程
を
修
了
し

た
か
ら
、
あ
る
い
は
、
試
験
に
合
格
し
た
か
ら
と
い
っ
て
教
師
に
な

れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
日
本
語
の
教
師
の
場
合
、
教
員
へ
の
道
は
制

度
化
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
整
備
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ

こ
し
ば
ら
く
は
「
こ
う
す
れ
ば
日
本
語
教
師
に
な
れ
る
」
と
い
う
道

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

逆
に
言
う
と
、
日
本
語
教
師
に
な
る
の
は
自
分
次
第
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
条
件
に
関
し
て
高
き
を
望
ま
な
け
れ
ば
働
く
場
所
は
あ
る

し
、
現
に
、
日
本
語
の
教
師
は
全
国
的
に
不
足
し
て
い
る
。
ま
た
、

日
本
語
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
が
、
日
本
人
だ

と
い
う
こ
と
だ
け
で
日
本
語
を
教
え
て
い
る
例
は
世
界
中
に
見
ら
れ

る
。
も
っ
と
も
、
学
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
い
教
師
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
し
、
学
ん
だ
こ
と
は
な
く
て
も
す
ば
ら
し
い
教
師
で
あ
る

こ
と
も
あ
る
。

「
教
師
に
な
り
た
い
」
と
い
う
明
確
な
意
志
を
も
っ
て
受
講
す
る

学
生
が
多
い
の
は
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
教
師
と
し
て
責

任
を
感
じ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
学
生
の
期
待
に
応
え
る
よ
う
努
力
し

て
い
き
た
い
。

上
記
表
の
分
類
の

2
、
で
は
、
二
年
生
が
九
名
に
対
し
て
、
三
・

四
年
生
は
一
名
と
ず
っ
と
少
な
い
。
こ
れ
は
、
二
年
生
が
「
教
師
に

な
る
か
ど
う
か
は
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
し
て
、
修
了
の
た
め
の
単
位

取
得
だ
け
は
始
め
て
お
こ
う
」
と
考
え
る
の
に
対
し
、
三
・
四
年
生

は
「
教
師
に
な
ろ
う
と
決
め
て
い
る
な
ら
と
も
か
く
、
な
る
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
の
に
、
修
了
で
き
な
い
課
程
は
と
ら
な
い
」
と
考
え

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3
ー
ー
以
下
に
、
回
答
の
中
の
い
く
つ
か
を
具
体
的
に
見
て
い
き

た
し

ま
ず
、
は
っ
き
り
「
日
本
語
の
教
師
に
な
り
た
い
」
と
い
う
例
。

回
答
l

私
は
高
校
生
の
墳
か
ら
、
日
本
語
教
員
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
「
な
り
た
い
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
ど
ん
な
も

の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
一
つ
や
っ
て
み
ょ
う
か
な
」
と
い

う
程
度
で
す
が
。

そ
れ
で
、
外
国
（
今
の
と
こ
ろ
韓
国
〉
に
実
際
に
行
っ
て
、
日

本
語
を
教
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
え
る
た
め
に
は
、
現
地

の
言
葉
を
勉
強
し
て
お
い
た
方
が
い
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
「
行

け
ば
な
ん
と
か
な
る
」
と
い
う
安
易
な
考
え
で
、
結
局
何
も
し
て

い
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
私
は
そ
う
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
て
も
、

家
族
（
特
に
母
）
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
外
国
に
行
き
た
い
」
と

は
な
か
な
か
言
え
ま
せ
ん
。
私
、
か
い
な
い
と
さ
み
し
が
る
か
ら
で

す
。
女
子
大
に
き
た
た
め
、
福
岡
と
熊
本
に
離
れ
て
暮
ら
し
て
い

る
だ
け
で
さ
み
し
が
っ
て
い
る
の
に
な
お
さ
ら
で
す
。
だ
か
ら
ま

だ
、
私
が
日
本
語
教
師
に
な
り
た
い
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
い
ま

せ
ん
。
で
も
、
外
国
に
行
か
な
い
ま
で
も
、
自
分
の
希
望
に
で
き

る
だ
け
沿
う
よ
う
に
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
ど
ん
な
も
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
一
つ
や
っ
て
み
ょ
う
か

な
」
と
書
い
て
い
る
一
方
で
、
本
気
で
悩
ん
で
い
る
様
子
が
う
か
が

え
る
。
熊
本
女
子
大
学
日
本
語
教
育
課
程
修
了
生
の
日
本
語
教
師
第

一
号
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

3

2

回
答
2

日
本
語
教
員
能
力
検
定
試
験
を
受
験
し
た
い
為
。

と
い
う
回
答
も
あ
っ
た
。
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こ
の
学
生
は
三
年
生
の
た
め
四
年
間
で
卒
業
し
よ
う
と
思
う
限
り

は
課
程
修
了
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
検
定
試
験
の
た
め
と
割
り

切
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
講
義
の
中
で
は
「
受
験
勉
強
」
は
し
な

い
つ
も
り
で
い
る
が
、
講
義
外
で
手
助
け
を
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

3
1
3

自
分
の
体
験
、
経
験
を
ひ
ろ
げ
て
み
た
い
と
い
う
例
で
は
、

回
答
3

女
子
大
の
国
文
の
先
輩
が
韓
国
の

Y
M
C
A
で
日
本
語
を

教
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
事
か
ら
、
海
外
・
国
内
で
の
そ
の
よ
う
な

日
本
語
教
授
に
つ
い
て
興
味
が
あ
り
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
そ

う
い
う
体
験
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。

私
た
ち
の
体
験
で
き
な
い
よ
う
な
体
験
談
・
国
際
化
の
実
状
を

い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
ほ
し
い
。

夏
休
み
前
ま
で
の
三
7
ヶ
月
間
の
講
義
で
は
、
文
法
、
ア
ク
セ
ン
ト
、

ロ
ー
マ
字
と
い
っ
た
日
本
語
自
体
の
こ
と
を
取
り
上
げ
た
が
、
い
い

教
師
に
な
る
た
め
に
不
可
欠
の
幅
広
い
興
味
と
柔
軟
な
思
考
を
養
う

よ
う
、
夏
休
み
以
降
は
具
体
的
な
体
験
談
も
織
り
混
ぜ
よ
う
と
思
う
。

3

4

将
来
何
を
し
よ
う
か
決
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
回
答
も
い

く
つ
か
あ
っ
た
。

回
答
4

将
来
何
に
な
り
た
い
の
か
は
ま
だ
漠
然
と
し
て
い
て
、
ま

だ
自
分
が
何
に
一
番
合
っ
て
い
る
の
か
わ
か
っ
て
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
色
々
な
授
業
を
受
け
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
あ

と
一
つ
は
こ
の
大
学
に
入
っ
て
そ
う
い
う
授
業
が
あ
り
、
ま
だ
他

の
大
学
で
は
あ
っ
て
い
な
い
授
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で

す。
回
答
5

将
来
、
何
が
自
分
の
た
め
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
し
、
今
、

何
を
し
て
い
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
ま
だ
決
め
ら
れ

な
い
で
い
る
の
で
、
今
や
れ
る
こ
と
は
や
っ
て
お
き
た
い
。

日
本
語
教
授
法
I
も
、
そ
れ
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が

何
か
を
決
定
す
る
と
き
に
役
だ
つ
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
中
で
、
次
の
よ
う
な
学
生
も
い
る
。

回
答
6

何
に
興
味
が
わ
く
か
分
ら
な
い
の
で
と
り
あ
え
ず
、
授
業

に
で
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

回
答
7

何
と
な
く
お
も
し
ろ
そ
う
だ
つ
た
か
ら
。

「
日
本
語
教
育
」
と
は
何
か
わ
か
ら
な
い
が
、
わ
か
ら
な
い
な
り

に
、
社
会
的
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
「
日
本
語
教
育
」
に
興
味
を

持
っ
た
学
生
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。

回
答
8

勉
強
し
た
い
こ
と
、
期
待
し
た
い
こ
と
と
一
言
っ
て
も
、
日

本
語
教
授
法
と
い
う
講
義
が
ま
だ
は
っ
き
り
と
理
解
し
得
て
い
な

い
の
で
、
は
っ
き
り
と
し
た
考
え
は
な
い
で
す
。
一
応
は
、
日
本

語
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
日
本
語
を
教
え
る
こ
と

が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
勉
強
し
た
い
で
す
し
、
日
本
語
が
世

界
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
知
り
た
い
で
す
。

回
答
9

こ
れ
か
ら
日
本
も
国
際
色
豊
か
に
な
り
、
国
際
化
が
進
ん

で
い
く
と
思
う
。
そ
う
な
る
と
「
日
本
語
」
を
使
用
す
る
機
会
が

ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
と
思
う
し
、
「
日
本
一
詰
」
の
必
要
性
が
よ

り
増
す
と
思
う
。
将
来
、
自
分
が
ど
う
い
う
職
業
に
つ
く
と
い
う

事
も
、
全
く
決
め
て
い
な
い
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
参
考
に
な

る
と
思
っ
て
と
り
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
旺
盛
な
好
奇
心
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
、
そ
し
て
、

学
生
た
ち
が
自
分
の
将
来
を
考
え
る
際
の
役
に
立
つ
よ
う
、
い
い
授
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業
を
し
て
い
き
た
い
。

3

5

自
分
の
日
本
語
を
よ
く
し
た
い
、
日
本
語
に
つ
い
て
知
り

た
い
と
い
う
回
答
の
例
と
し
て
は
、

回
答
叩
自
分
が
言
葉
を
う
ま
く
話
せ
な
い
。
ど
も
っ
た
り
、
つ
つ

か
か
っ
た
り
、
早
口
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
で
も
明

り
よ
う
な
日
本
語
に
し
た
い
。

回
答
日
日
本
語
を
ほ
り
さ
げ
て
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
自
分
自
身
の

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
文
章
を
書
く
の
が
苦
手
な
こ
と
や
、
要
領
良

く
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
、
文
章
化
す
る
の
が
苦
手
な
こ
と

な
ど
：
：
：
）
を
、
な
く
し
た
い
と
思
う
。

世
答
ロ
日
本
語
教
員
に
な
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
単
に
、

日
本
語
に
興
味
が
あ
っ
て
、
詳
し
く
勉
強
し
て
み
た
い
と
思
っ
た

の
で
。
最
近
熊
本
弁
と
共
通
語
の
違
い
を
や
た
ら
と
意
識
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
日
本
語
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
詳

し
く
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
ど
が
あ
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
配
る
前
に
、
「
日
本
語
教
授
法
i
」
の
目
的

を
述
べ
た
。
ふ
た
つ
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は
「
日
本
語
の
教
え
方
を
学

ぶ
」
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
母
語
で
あ
る
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
訓

練
を
す
る
」
。
こ
の
説
明
を
ふ
ま
え
た
回
答
が
以
下
の
ふ
た
つ
で
あ

る。回
答
日

H

あ
や
ま
っ
た
日
本
語
H

を
平
気
で
使
う
私
た
ち
が
、
本

当
に
国
語
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
大
変
不
安
で
す
。

外
国
人
か
ら
の
目
で
は
日
本
語
は
ど
う
聞
こ
え
る
の
か
ぜ
ひ
知

り
た
い
で
す
。

回
答
日
日
本
語
を
客
観
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
視
点
は
、
ま
だ
具

体
的
に
わ
か
ら
な
い
が
、
外
国
人
か
ら
見
た
日
本
語
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
大
変
興
味
が
あ
る
。
余
談
に
な
る

が
、
こ
の
春
休
み
、
某
中
華
料
理
店
の
バ
イ
ト
先
で
、
偶
然
に
も

中
国
か
ら
の
留
学
生
と
知
り
合
い
、
彼
女
た
ち
か
ら
、
時
々
日
本

語
の
使
い
方
に
つ
い
て
の
質
問
を
う
け
た
。
そ
れ
は
ま
ず
我
々
日

本
人
が
考
え
も
し
な
い
類
の
も
の
が
多
く
、
改
め
て
日
本
語
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
も
強
く
影

響
を
う
け
て
い
る
の
で
、
客
観
的
な
日
本
語
の
授
業
を
期
待
し
て

い
る
次
第
で
あ
る
。

言
語
を
客
観
的
に
見
た
場
合
、
回
答
日
に
あ
る

H

あ
や
ま
っ
た
日

本
語
μ

と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
「
日
本
語
は
乱
れ
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
ば
を
よ
く
開
く
が
、
ど
う
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
か
。

文
法
書
や
辞
書
の
記
述
と
異
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
若
い
世
代

し
か
あ
る
い
は
一
部
の
人
し
か
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

あ
る
い
は
、
「
標
準
語
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
違
う
と
い
う
こ

と
な
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
も
、
も
う
一
度
考
え
直
し
て
い
き
た
い
。

3

6

国
文
科
の
学
生
の
中
に
は
、
国
語
学
を
勉
強
す
る
た
め
、

と
回
答
し
た
学
生
が
い
た
。
扱
う
対
象
は
ど
ち
ら
も
日
本
語
で
あ
る
。

「
日
本
語
教
授
法
I
」
は
国
語
学
の
勉
強
に
お
お
い
に
役
立
つ
こ
と

で
あ
ろ
う
。

回
答
日
母
が
東
京
出
身
の
た
め
、
幼
い
頃
か
ら
白
分
達
の
話
す
き
口

葉
と
母
の
言
葉
の
微
妙
な
違
い
が
気
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
大

学
に
は
国
語
学
を
勉
強
す
る
つ
も
り
で
き
た
の
で
、
そ
の
勉
強
の

一
つ
と
し
て
。
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先
生
が
黒
板
に
書
か
れ
た
「
日
本
語
話
者
が
日
本
語
を
客
観
的

に
見
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
理
由
は
、
こ
れ
か
ら
先
、
自
分
が

国
語
学
の
何
を
勉
強
し
て
い
こ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り

決
め
る
の
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。

3ー

7

国
文
科
の
学
生
の
中
に
は
「
国
語
科
教
員
を
目
指
し
て
い

る
か
ら
」
と
い
う
学
生
が
い
た
。
国
語
学
、
国
文
学
と
は
、
ま
た
、

少
し
違
っ
た
視
点
か
ら
日
本
語
を
み
つ
め
な
お
し
、
そ
れ
を
通
し
て

よ
り
豊
か
な
内
容
を
持
っ
た
指
導
の
で
き
る
教
師
に
な
っ
て
も
ら
い

た
い
。
英
語
科
教
員
に
な
ろ
う
と
い
う
学
生
も
同
様
で
あ
り
、
母
語

を
客
観
的
に
見
直
す
こ
と
は
英
語
を
教
え
る
に
あ
た
っ
て
は
お
お
い

に
役
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

回
答
日
今
の
と
こ
ろ
国
語
教
員
希
望
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
ど
う

か
わ
っ
て
い
く
か
わ
か
ら
な
い
の
で
受
講
し
て
お
け
ば
何
か
の
役

に
た
つ
と
思
っ
た
の
で
。
ま
た
日
頃
っ
か
い
な
れ
て
い
る
は
ず
の

日
本
語
を
よ
り
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
。

3

8

国
文
科
の
学
生
に
は
「
国
文
科
に
い
る
の
だ
か
ら
も
っ
と

日
本
語
を
勉
強
し
た
い
」
と
、
そ
し
て
、
英
文
科
の
学
生
に
は
「
英

文
科
に
い
て
専
門
は
英
語
、
だ
が
、
自
分
は
日
本
人
な
の
だ
か
ら
日
本

語
を
勉
強
し
た
い
」
と
考
え
る
学
生
が
何
人
か
い
た
。
は
つ
ら
つ
と

し
た
好
奇
心
と
、
旺
盛
な
勉
学
意
欲
を
感
じ
る
。

海
外
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
回
答
に
は
、

回
答
口
も
し
、
外
国
で
暮
ら
す
と
し
た
ら
、
一
番
最
初
に
で
き
そ

う
な
仕
事
は
日
本
語
を
教
え
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
、
そ
の
時
に

役
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
。

回
答
国
日
本
語
教
授
法
は
以
前
か
ら
興
味
が
あ
っ
た
し
、
も
し
か

す
る
と
こ
の
道
に
進
も
う
な
ん
て
気
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
に
う
ま
く
い
け
ば
外
国
に
高
飛
び
で
き
る
か
も
・

．．
 

な
ど
が
あ
っ
た
。

海
外
へ
飛
び
出
す
た
め
の
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
海
外
で
暮

ら
す
こ
と
に
な
っ
た
場
合
の
織
業
と
し
て
、
日
本
語
教
育
は
非
常
に

有
用
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
し
そ
う
す
る
な
ら
、
有
能
な
教
師
に
な

れ
る
よ
う
今
か
ら
惜
し
ま
ず
努
力
し
て
く
だ
さ
い
。

時
間
割
り
に
つ
い
て

近
年
、
熊
本
女
子
大
学
に
限
ら
ず
、
臼
本
国
内
の
大
学
の
時
間
割

り
は
込
ん
で
き
て
い
る
。
授
業
科
目
の
種
類
か
ら
言
う
と
、
日
本
語

教
授
法
な
ど
新
し
い
科
目
が
加
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、
時
間
割
り

の
枠
組
み
か
ら
一
一
百
う
と
、
で
き
る
だ
け
土
曜
日
の
科
目
は
減
ら
し
、

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
、
が
、

理
由
に
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
同
じ
時
限
に
多
く
の
講
義
が
開

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
教
員
免
許
の
取
得
制
度
が
か
わ
り
、

必
修
科
目
が
増
え
る
こ
と
は
学
生
の
講
義
履
修
を
よ
り
窮
屈
な
も
の

に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
学
生
が
受
講
で
き
る
よ
う
に
「
日

本
語
教
授
法
l
」
は
五
時
間
目
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、

回
答
日
と
に
か
く
退
屈
な
講
義
に
は
し
な
い
で
ほ
し
い
。
五
コ
マ

目
と
も
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
つ
か
れ
き
っ
て
い
る
の
で
、
な
か
な

か
頭
に
入
ら
な
い
。

4 

-6-



と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
体
育
の
授
業
の
あ
と
の
夏
の
五
時
間
目
と
も
な
る
と
、
集

中
し
て
聞
い
て
い
な
さ
い
と
い
う
方
が
無
理
な
話
し
で
あ
る
。
学
生

に
過
大
な
負
担
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
実
の
あ
る
講
義
に
す
る
の
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
。

そ
う
や
っ
て
五
時
間
目
に
授
業
を
し
て
も
、
学
科
の
必
修
単
位
と

日
本
語
教
育
課
程
の
必
修
単
位
と
の
重
複
の
少
な
い
、
あ
る
い
は
、

ほ
と
ん
ど
な
い
英
文
科
の
学
生
、
お
よ
び
、
生
活
科
学
部
の
学
生
が

四
年
間
で
こ
の
課
程
を
修
了
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

回
答
却
授
業
中
も
話
が
出
ま
し
た
が
、
女
子
大
で
開
講
さ
れ
て
い

る
日
本
語
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
英
文
科
学
生
に
と
っ
て
必
修

単
位
を
全
て
履
修
す
る
の
が
不
可
能
な
の
で
そ
う
い
っ
た
問
題
点

も
見
直
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

た
し
か
に
む
ず
か
し
い
。
む
ず
か
し
く
は
あ
る
が
決
し
て
「
不
可

能
」
で
は
な
い
。

教
育
実
習
に
つ
い
て

熊
本
女
子
大
学
の
日
本
語
教
育
課
程
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
、
教

育
実
習
の
実
施
を
考
え
て
い
る
。

回
答
白
日
本
語
教
授
法
を
た
だ
理
論
だ
け
で
終
わ
ら
す
の
で
は
な

く
、
実
際
に
実
習
の
よ
う
な
こ
と
も
し
て
み
た
い
。
（
理
由
〉
教
職

に
教
育
実
習
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
日
本
語
教
授
法
に
も
実
習
が

あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
か
ら
。

教
育
実
習
は
一
九
九
一
年
度
よ
り
開
始
の
予
定
で
あ
る
が
、
日
本

語
教
育
の
実
習
は
ま
だ
あ
ま
り
に
歴
史
が
浅
く
、
決
ま
っ
た
型
や
方

5 

式
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
に
、
対
象
が
外
国
人
な
の
で
実
習
の
場

を
確
保
す
る
こ
と
に
も
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
教
育
実
習
に
つ
い
て

は
こ
れ
か
ら
具
体
化
し
て
い
く
段
階
で
あ
る
。

「
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
」
と
い
う
こ
と

「
日
本
語
教
授
法
1
」
で
は
、
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
を
示
す
だ

け
で
な
く
、
教
え
る
対
象
で
あ
る
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
力
を
養

う
こ
と
も
目
指
し
て
い
る
。
講
義
の
名
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際

に
は
、
前
者
よ
り
後
者
の
方
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
教
え

方
よ
り
、
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
力
な
の
か
と
い
う
と
、
あ
る
言

語
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
話
者
と
い
う
の
は
、
そ
の
言
語
を
使
い
は
す

る
も
の
の
、
そ
の
言
語
、
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
意
識
し
て

は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
の
上
に
の
っ
て
い
る
新
聞
が
読
み
た
く
て
、
テ
レ
ビ
の
近

く
に
い
る
人
に
、

乱
、
「
テ
レ
ビ
に
あ
る
新
聞
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
ら
、
通

じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
文
法
的
に
お
か
し
い
と
判
断
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
言
っ
た
人
聞
が
外
国
人
で
あ
れ
ば
、

b
、
「
テ
レ
ビ
の
上
に
あ
る
新
聞
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
」

と
一
言
う
べ
き
だ
と
な
お
し
た
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

で
は
、

b
、
「
テ
レ
ビ
の
上
に
あ
る
新
聞
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
」
が

常
に
「
正
し
い
日
本
語
」
な
の
か
と
言
う
と
、
単
純
に
言
い
き
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
子
育
て
を
終
え
た
夫
婦
の
間
の
会
話

で
、
夫
が
妻
に
茶
の
間
で
「
テ
レ
ビ
の
上
に
あ
る
新
聞
を
と
っ
て
く

だ
さ
い
」
と
言
っ
た
ら
、
多
く
の
場
合
、
妻
は
お
ど
ろ
き
、
か
つ
、

6 
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夫
の
身
あ
る
い
は
頭
を
案
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

熊
本
工
業
高
校
の
野
球
部
員
の
中
の
ひ
と
り
が
あ
る
日
突
然
「
今

日
の
練
習
は
き
っ
か
っ
た
で
す
ネ
」
と
他
の
部
員
に
話
し
か
け
た
ら
、

趣
味
の
悪
い
冗
談
か
、
も
し
く
は
、
何
か
深
い
理
由
が
あ
る
と
と
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
気
心
の
知
れ
た
男
子
高
校
生
の
間
で

「
で
す
、
ま
す
」
体
の
会
話
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
か
ら
で

あ
る
。現

在
使
わ
れ
て
い
る
言
語
を
考
え
る
上
で
は
、
正
し
い
か
正
し
く

な
い
か
の
前
に
、
と
に
か
く
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
そ

し
て
、
使
わ
れ
た
言
語
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
よ
く

見
、
聞
き
、
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

日
本
語
話
者
が
日
本
語
に
関
し
て
持
つ
知
識
、
あ
る
い
は
情
報
の

量
と
い
う
の
は
ま
さ
に
膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
た
っ

た
ひ
と
こ
と
を
問
い
た
だ
け
で
も
、
話
し
手
の
年
令
、
性
別
か
ら
、

人
柄
、
そ
の
場
の
状
況
や
聞
き
手
に
対
す
る
感
情
ま
で
多
く
の
こ
と

が
わ
か
る
。
外
国
語
を
学
習
す
る
場
合
に
は
単
語
や
文
法
、
微
妙
な

言
い
回
し
ゃ
発
音
な
ど
ひ
と
つ
ひ
と
つ
知
識
と
し
て
身
に
つ
け
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
山
の
よ
う
に
あ
る
が
、
母
語
の
場
合

に
は
そ
の
努
力
は
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
語
話
者

で
あ
っ
て
も
日
本
語
に
関
す
る
知
識
の
量
は
均
一
の
も
の
で
は
な
い

が
、
日
本
語
話
者
で
あ
れ
ば
だ
れ
も
が
持
っ
て
い
る
は
ず
の
共
通
の

知
識
の
量
と
い
う
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
膨
大
で
あ
る
。
し
か

L
、
持
っ
て
い
る
知
識
の
量
は
膨
大
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
知
識
の
ひ

と
つ
ひ
と
つ
が
何
で
あ
る
か
を
客
観
的
に
分
析
す
る
能
力
と
い
う
の

は
、
訓
練
を
積
ま
な
け
れ
ば
身
に
つ
か
な
い
。
こ
の
講
義
で
は
、
「
教

授
法
」
を
学
ぶ
こ
と
よ
り
、
「
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
力
」
を
養
っ

て
い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
語
話
者
が
日
本
語
を
教
え
る
場
合
、

ま
ず
第
一
に
必
要
で
あ
る
能
力
が
、
自
分
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
知

識
を
「
客
観
的
に
見
る
力
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

英
文
科
の
学
生
の
回
答
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

回
答
泣
英
語
を
学
ん
で
、
外
国
の
文
化
や
知
識
を
取
り
入
れ
る
こ

と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
は
、
東

南
ア
ジ
ア
か
ら
を
は
じ
め
、
諸
外
国
か
ら
日
本
で
学
び
た
い
と
い

う
人
達
が
多
く
や
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
、
自
分
が
他
の
国
の
こ

と
を
学
ん
で
い
く
こ
と
と
平
行
し
て
、
自
分
の
国
の
コ
ト
パ
や
文

化
等
を
正
し
く
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
た
ら
：
：
：
と
思
っ
て
。

外
国
人
か
ら
日
本
へ
向
け
ら
れ
る
疑
問
に
よ
っ
て
日
本
を
よ
り
客

観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
。

外
国
人
が
ど
う
い
う
点
で
間
違
い
や
す
い
か
、
ど
う
い
う
点
を

理
解
し
に
く
い
と
思
っ
て
い
る
か
：
：
：
と
か
い
っ
た
具
体
的
な
例

を
で
き
る
だ
け
多
く
取
り
扱
っ
て
欲
し
い
。

こ
の
学
生
は
「
外
国
の
文
化
や
知
識
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
主
眼

を
置
い
て
」
き
た
が
、
こ
の
講
義
で
は
「
外
国
人
か
ら
日
本
へ
向
け

ら
れ
る
疑
問
に
よ
っ
て
日
本
を
よ
り
客
観
的
に
見
た
い
」
と
し
て
い

る
。
外
国
語
を
学
習
す
る
こ
と
が
自
分
の
外
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
分
自
身
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
語
を
学
習
す
る
こ

と
は
自
分
の
中
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
中
で
自
分
、
が
成
長
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
母
語
を
よ
く
見
、

7 
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聞
き
、
分
析
す
る
力
を
養
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
自
分
自

身
の
考
え
方
、
も
の
の
見
方
を
見
つ
め
る
力
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
受
講
生
は
六
十
五
名
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
実
際

に
日
本
語
を
非
日
本
語
話
者
に
教
え
る
人
は
多
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
に
も
あ
る
よ
う
に
、
国
語
科
の
教
員

に
な
る
学
生
は
か
な
ら
ず
何
人
か
は
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
以
上

に
、
「
母
」
と
な
る
人
は
多
い
は
ず
で
あ
る
。
「
日
本
語
を
客
観
的
に

見
る
力
」
が
、
こ
れ
ら
の
受
講
生
の
教
師
、
あ
る
い
は
、
人
の
親
と

し
て
の
「
力
」
と
な
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
る
。
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