
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
日
本

語
事
業
部
は
、
去
る
５
月
14
日
、
15

日
の
２
日
間
に
わ
た
り
、
自
ら
初
め
て
公
言

す
る
「
日
本
語
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
め

ぐ
る
国
際
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
を
開
催
し
た

（
限
定
公
開
）
。
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、

日
本
語
教
育
史
に
お
い
て
、
か
つ
て
こ
う
し

た
こ
と
が
公
に
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

「
基
準
」
や
「
規
範
」
で
は
な
く
、「
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
」
と
英
語
で
呼
称
さ
れ
る
ゆ
え
に
で

は
な
く
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
日
本

語
教
育
の
系
統
的
か
つ
包
括
的
な
指
針
・
施

策
そ
の
も
の
が
、
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー

シ
ョ
ン
自
身
に
よ
っ
て
で
す
ら
、
一
度
も
議

論
の
卓
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
事
実
が
、
そ
れ

を
物
語
っ
て
い
る
。
は
た
し
て
、
「
日
本
語

教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
は
、
日
本
語
教
育
の

過
去
と
現
在
、
そ
し
て
未
来
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
語
学
習
者
の
増
加
と

そ
の
背
景

ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
１
９
７
０
年
代
初
頭
、
海
外
で

日
本
語
を
学
ぶ
人
の
数
は
10
万
人
程
度
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
80
年
代
後
半
か
ら

90
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
そ
の
数
は
飛
躍
的

に
増
大
し
て
１
０
０
万
人
超
の
大
台
に
乗

り
、
98
年
に
は
つ
い
に
２
０
０
万
人
を
超
え

た
。
２
０
０
３
年
の
調
査
で
は
さ
ら
に
12
％

も
増
え
、
２
３
５
万
人
に
達
し
て
い
る
こ
と

が
判
明
し
た
（
56
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
参
照
）。

こ
の
よ
う
な
現
象
が
、
英
語
と
い
う
一
大

国
際
通
用
語
を
除
け
ば
、
同
時
期
に
他
の
言

語
の
海
外
展
開
で
見
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
日
本
語
が
80
年
代
後
半
か
ら
一

躍
、
国
際
的
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

そ
の
原
因
の
一
つ
に
は
ま
ず
、
日
本
だ
け

に
限
ら
な
い
地
球
規
模
の
国
際
化
（
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
の
進
展
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
80
年
代
後
半
か
ら
顕

著
に
な
っ
た
航
空
機
の
高
速
化
・
巨
大
化
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
現
、
ソ
連
邦
崩
壊
や

ド
イ
ツ
統
一
な
ど
に
よ
る
国
際
政
治
の
東
西

冷
戦
構
造
の
終
息
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
具
体
的
な
政

策
化
の
一
面
で
捉
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
多
文

化
主
義
政
策
と
そ
れ
に
連
関
す
る
多
言
語
教

育
政
策
と
に
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ

ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
70

年
代
か
ら
80
年
代
に
か
け
て
そ
の
典
型
を
見
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「日本語教育スタンダード」をめぐる国際ラウンド
テーブルの会場風景。5月14日、15日の両日にわた
ってジャパンファウンデーション国際会議場で開か
れたこの会議では、海外10名、国内1名の専門家・
研究者、計11名を招き、活発な討議が行なわれた

嘉
か

数
か ず

勝
か つ

美
み

ジャパンファウンデーション
日本語事業部企画調整課課長



特集　　日本語で話しませんか 

る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
ナ
ダ
で
は
、
１
９
７
１
年
に
従
前
の
英

語
と
フ
ラ
ン
ス
語
を
公
用
語
と
す
る
二
文
化

（
言
語
）
主
義
か
ら
、「
二
言
語
主
義
の
枠
内

で
の
多
文
化
主
義
」
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
の

結
果
、
他
の
民
族
の
継
承
文
化
に
も
一
定
の

地
位
が
保
証
さ
れ
、
国
内
に
お
い
て
す
ら
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
胎
動
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

情
況
を
呈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
１
９
０
１
年
の

連
邦
憲
法
制
定
以
来
70
年
余
続
い
た
移
民
制

限
法
（
白
豪
主
義
）
の
撤
廃
に
よ
っ
て
、
多

文
化
共
生
の
度
合
い
が
一
挙
に
高
ま
っ
た
。

１
９
８
７
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
移
民
に
対
す

る
同
化
政
策
の
要
で
あ
っ
た
言
語
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
Ｅ
Ｓ
Ｌ
（E

n
g
lish

as
a
S
econ

d

L
a
n
g
u
a
g
e

）
に
偏
し
な
い
、
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｅ

（L
anguages

O
ther

T
han

E
nglish

）
へ
の

一
大
転
回
を
導
く
言
語
政
策
Ｎ
Ｐ
Ｌ

（N
ation

al
P
olicy

on
L
an
g
u
ag
es

）
が
承

認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
当
時
の
世
界
情
勢
か
ら
し
て
、

日
本
語
教
育
に
も
や
が
て
一
筋
の
光
が
射
し

た
の
だ
ろ
う
、
い
わ
ば
時
代
の
「
必
然
」
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
、
決
し
て

短
絡
で
は
な
い
と
思
う
。

日
本
語
教
育
を
支
え
る

当
事
者
に
よ
る
協
働

し
か
し
、
時
代
環
境
が
そ
の
よ
う
な
必
然

性
を
生
む
と
し
て
も
、
日
本
語
教
育
を
推
進

す
る
当
事
者
に
よ
っ
て
具
体
的
な
対
策
が
講

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
好
機
は
画h

に
過

ぎ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
対
策
が
一
方
の
当
事

者
、
す
な
わ
ち
日
本
語
を
広
く
学
ん
で
ほ
し

い
と
期
待
す
る
日
本
側
だ
け
の
都
合
で
練
ら

れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
一
方
の
当
事
者

に
は
強
制
や
干
渉
と
も
取
ら
れ
か
ね
な
い
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
双
方
の
需
給
関
係

が
同
調
す
る
か
、
あ
る
い
は
協
働
で
取
り
進

め
ら
れ
る
か
が
、
そ
の
成
否
を
左
右
す
る
。

前
述
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
Ｌ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
継
承
言
語
の
み
な
ら
ず
、

国
際
的
有
用
性
の
観
点
か
ら
も
優
先
学
習
言

語
が
指
定
さ
れ
、
そ
の
一
つ
に
日
本
語
が
選

ば
れ
て
い
た
。
日
本
側
に
も
そ
れ
ま
で
の
地

道
な
努
力
が
あ
っ
た
が
、
先
方
の
こ
の
選
択

と
の
「
幸
運
な
」
巡
り
合
わ
せ
が
あ
っ
て
こ

そ
、
現
在
英
語
圏
に
お
い
て
最
多
の
39
万
人

を
超
え
る
日
本
語
学
習
者
を
擁
す
る
環
境
が

創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
学
習
者
が
世
界
で

最
も
多
い
国
は
、
お
よ
そ
90
万
人
に
も
上
る

韓
国
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
、
日
韓
双

方
の
需
給
と
協
働
が
「
幸
運
に
も
」
合
致
し

た
帰
結
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
右
肩
上
が
り

の
成
長
を
続
け
る
日
本
語
教
育
の
現
況
は
、

時
代
の
「
必
然
と
幸
運
の
連
鎖
」
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

「
日
本
語
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

と
は
何
か

で
は
、
こ
の
先
も
「
必
然
と
幸
運
の
連
鎖
」

を
期
待
し
て
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
方

法
で
対
応
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

否
、
で
あ
る
。
ま
ず
、
幸
運
は
偶
発
的
で
あ

り
、
永
続
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
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国外 受験者数： 
国内 

応募者数： 国外 
国内 
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0

（万人） 

’84 ’85 ’86 ’87 ’88 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04
（年度） 

応募者数  国外
289,254人 

受験者数 国外 
    243,242人 

受験者数 国内 
    58,956人 

応募者数  国内 
 66,169人 

日本語能力試験の過去21年間にわたる受
験者、応募者数の推移。1984年の受験者
7019名（応募者は7998名）から、2004
年の受験者30万2198名（応募者は35万
5423名）へと、50倍に近い増加を示し
ている



こ
れ
ま
で
は
当
事
者
双
方
に
お
い
て
、
い
わ

ば
対
症
療
法
同
然
に
、
教
え
る
側
や
学
ぶ
側

の
折
々
の
ニ
ー
ズ
や
目
的
に
応
じ
た
日
本
語

教
育
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
必
ず

し
も
系
統
的
か
つ
包
括
的
、
そ
し
て
横
断
的

な
指
針
や
枠
組
み
で
、
し
か
も
将
来
の
展
開

ま
で
を
見
据
え
て
行
な
わ
れ
て
き
た
と
は
言

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

国
際
語
と
い
う
名
を
冠
せ
ら
れ
て
久
し
い

英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
、
早
く
か
ら
海
外

普
及
が
行
な
わ
れ
て
き
た
言
語
教
育
に
お
い

て
は
、
シ
ラ
バ
ス
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
確
実

に
整
備
さ
れ
、
目
的
と
段
階
に
応
じ
た
教

材
・
教
授
法
が
開
発
さ
れ
、
そ
し
て
学
習
成

果
の
国
際
共
通
評
価
法
（
テ
ス
ト
）
の
研
究

と
整
備
が
意
識
的
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
今

日
の
応
用
言
語
学
の
発
達
が
そ
の
証
左
で
あ

り
、
言
語
的
に
は
そ
れ
ら
と
体
系
の
異
な
る

日
本
語
の
外
国
語
と
し
て
の
教
育
理
論
や
技

術
も
、
欧
米
の
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。

外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
教
育
を
一
つ
の

分
野
と
し
て
形
成
す
る
た
め
に
は
、
欧
米
流

の
応
用
言
語
学
の
知
見
に
自
ら
を
当
て
は
め

る
の
は
、
現
実
的
な
選
択
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
個
々
の
課
題
や
問
題
へ
の
実
証
的
な
対

処
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
が
積
み
上
げ
ら
れ
、

結
果
と
し
て
一
定
の
分
野
と
勢
力
を
な
す
に

至
り
、
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の

日
本
語
教
育
も
ま
た
、
そ
れ
に
倣
う
こ
と
に

よ
っ
て
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
き
た
の
で
あ

る
。し

か
し
こ
の
間
に
、
シ
ラ
バ
ス
等
の
イ
ン

フ
ラ
や
機
能
の
整
備
と
そ
の
相
互
の
連
関
を

統
合
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
本
稿
で
主
題
と

す
る
と
こ
ろ
の
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
必
然

性
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
、
つ
い
に
な
か
っ

た
。
い
ま
も
日
本
語
の
そ
れ
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。欧

米
に
お
け
る

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
制
定
の
動
き

ア
メ
リ
カ
で
は
国
内
に
お
い
て
、
ま
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
国
際
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
多
言
語
の
包
括
的
、
系
統
的
な
政
策
化
、

す
な
わ
ち
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
制
定
と
施

行
が
大
規
模
に
進
ん
で
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に

は
、
就
学
前
か
ら
高
校
卒
業
ま
で
に
わ
た
る

国
家
的
か
つ
言
語
間
横
断
的
な
外
国
語
教

育
・
学
習
規
範
と
し
て“S

tan
d
ard
s
for

F
oreign

L
anguage

L
earning

”

が
あ
り
、

日
本
語
も
そ
の
一
つ
の
対
象
言
語
と
さ
れ
る
。

“S
tan
d
ard
s ”

の“-s ”

が
そ
の
包
括
性
を
表

し
て
い
る
通
り
、
言
語
横
断
的
な
「
規
範
」

と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
５
つ
の
Ｃ
」
の
指
針

（
項
目
）
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
政
治
的
、
経
済

遠近　6
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学習者が「……ができる」 という観点から、技能領域と到達
レベルとで評価する基準を示している。ここから、「スタンダ
ード」の中核を“can-do statements”とする解釈も生まれる

【技能領域】 【到達レベル】～高位から～
理解すること（聞く、読む） 熟達した言語使用者 C2
話すこと（やりとり、表現） C1
書くこと 自立した言語使用者 B2

B1
基礎段階の言語使用者 A2

A1
（出典：『ヨーロッパにおける日本語教育とCommon European Framework of Reference for Languages』）

COMMUNITIES

CONNECTIONS

COMMUNICATION

COMPARISONS

CULTURES

アメリカ“Standards for Foreign Language”の「5つのC」

Communication：英語以外の言語でのコミ
ュニケーション能力を育成する

Cultures：他の文化に関する知識・情報を
得ることによって理解を深める

Connections：言語学習を通じて他の領域
に関する知識・情報とを関連づける

Comparisons：自他の言語の対照を通じて、
言語の本質を理解する

Communities：言語学習を通じて国内外の
多文化共生社会への参画を可能にする

（参照：http://www.actfl.org/files/public/execsumm.pdf）

各「Ｃ」にはそれぞれ２～３点の“standard”
が明示されていて、シラバス、カリキュラム、
教材、教授法や評価法は、それらに呼応した
ものが整備または設計される

“Common European Framework of Referance for Language”の「共通参照レベル」



特集　　日本語で話しませんか 

的
統
合
が
着
々
と
進
む
な
か
、
２
０
０
１
年

欧
州
評
議
会
に
よ
っ
て“

C
o
m
m
o
n

E
uropean

F
ram
ew
ork

of
R
eference

for
L
anguages ”

（「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
共
通

参
照
枠
組
み
」。
以
下
、「
Ｃ
Ｅ
Ｆ
」）
と
い
う

シ
ラ
バ
ス
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
試
験
、
資
格

制
度
を
開
発
す
る
う
え
で
の
共
通
基
盤
が
公

表
さ
れ
た
。
学
習
者
に
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、

「
共
通
参
照
レ
ベ
ル
」（
６
レ
ベ
ル
）
に
照
ら

し
て
言
語
能
力
を
記
入
し
た
「L

an
g
u
ag
e

P
assp
ort

（
言
語
パ
ス
ポ
ー
ト
）」
を
含
む
Ｅ

Ｌ
Ｐ
（E

u
rop
ean

L
an
g
u
ag
e
P
ortfolio

）

を
携
行
・
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
域
内

の
い
か
な
る
場
に
お
い
て
も
、
そ
の
保
有
す

る
言
語
能
力
が
裏
書
き
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
Ｃ
Ｅ
Ｆ
自
体
の
発
想
も
、
や
は
り
70

年
代
に
端
を
発
し
て
い
る
が
、
当
時
す
で
に
、

ド
ル
経
済
圏
に
対
抗
し
得
る
一
大
国
際
経
済

圏
と
し
て
、
ま
た
一
大
文
化
圏
と
し
て
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
発

想
が
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
物
流
経
済
の
促
進
の
み
な

ら
ず
、
人
々
の
移
動
、
と
り
わ
け
労
働
力
の

域
内
に
お
け
る
自
由
で
広
範
な
活
用
が
保
証

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
人
々

の
移
動
に
お
い
て
は
、
域
内
の
多
言
語
の
存

在
を
「
障
害
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
文
化

的
資
産
」
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
実
現
が
困

難
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
共
通
か
つ
共
有
す
る
言

語
能
力
規
定
の
枠
組
み
も
、
同
時
に
不
可
欠

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
言
語
の
通
用
性
に
お
い
て
言

語
間
の
相
対
的
な
優
劣
は
未
だ
否
定
し
得
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
す
べ
て

の
「
域
内
言
語
」
が
等
位
等
価
で
あ
る
と
規

定
さ
れ
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
前

よ
り
も
他
言
語
を
学
習
す
る
こ
と
の
動
機
付

け
は
確
実
に
強
ま
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
人
的

交
流
、
情
報
交
流
も
活
発
に
な
り
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
統
合
が
日
常
生
活
レ
ベ
ル
か
ら
も
加
速

さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
、
理
に
適
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

「
日
本
語
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

制
定
の
必
要
性

し
か
し
、
日
本
語
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ

か
つ
て
こ
の
種
の
検
討
が
公
に
な
さ
れ
た
こ

と
す
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、

日
本
語
に
ま
だ
国
際
的
な
通
用
性
が
認
め
ら

れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
、
現
在
２
３
５
万
人
も
の
学
習
者

が
い
て
、
過
去
の
学
習
者
を
積
み
上
げ
れ
ば

１
０
０
０
万
人
と
も
い
わ
れ
る
規
模
を
も
っ

て
す
で
に
国
際
的
で
あ
る
と
す
る
論
も
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
数
字
の
上
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
。
日
本
語
が
実
際
に
使
わ
れ
る
領
域
や
場

が
国
際
的
に
顕
在
化
し
、
そ
こ
で
日
本
語
に

よ
っ
て
新
た
な
創
造
や
再
生
産
が
行
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
、
必
ず
し
も
意
味
し
て
い
な

い
。あ

る
言
語
の
国
際
化
は
、
か
つ
て
一
度
た

り
と
も
「
必
然
と
幸
運
の
連
鎖
」
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
的

あ
る
い
は
軍
事
的
な
力
の
行
使
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
そ
の
よ
う
な
行
為
自

体
が
反
国
際
的
な
も
の
と
さ
れ
る
た
め
、
広

く
流
通
さ
せ
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず

言
語
の
教
育
と
し
て
の
包
括
的
、
体
系
的
な

規
範
化
が
必
須
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

の
規
範
化
は
、
ま
だ
日
本
語
教
育
で
は
行
な

わ
れ
た
こ
と
が
な
い
、
と
重
ね
て
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

日
本
語
学
習
者
が
こ
れ
だ
け
国
際
的
に
増

え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
習
す
べ
き
内
容

の
国
際
化
（
の
た
め
の
規
範
化
）
が
未
整
備
で

あ
る
の
は
、
比
喩
的
に
言
え
ば
、
大
型
客
船

「
日
本
語
丸
」
に
で
き
る
か
ぎ
り
の
乗
客
を

詰
め
込
む
こ
と
に
は
成
功
し
た
が
、
い
ざ
出

港
と
い
う
段
に
な
っ
て
、
肝
心
の
船
長
も
海

図
も
、
そ
し
て
レ
ー
ダ
ー
も
な
い
に
等
し
い

状
況
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
、j

の

「
日
本
語
丸
」
に
は
乗
っ
た
と
い
う
だ
け
で

や
む
な
く
下
船
す
る
客
と
、
と
に
か
く
行
け
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る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
み
よ
う
と
成
り
行
き

に
任
せ
る
客
と
に
二
分
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と

で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
で
は
、
教
え
る
側
の

努
力
も
、
教
わ
る
側
の
そ
れ
も
、
い
ず
れ
水

泡
に
帰
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
に
対
す
る

警
戒
と
抵
抗

で
は
、
な
ぜ
い
ま
ま
で
、
日
本
自
身
に
よ

っ
て
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
構
築
が
公
に
な

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
概
し
て
言

え
ば
、
次
の
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
つ
は
、
80
年
代
後
半
以
降
の
日
本
語
学

習
者
の
驚
異
的
な
増
加
が
、
支
援
す
べ
き
日

本
側
に
も
対
症
療
法
で
措
置
せ
ざ
る
を
得
な

い
ほ
ど
巨
大
な
モ
メ
ン
タ
ム
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
海
外
で
の
急
激
な
変
化
を
受

け
て
し
ば
ら
く
の
ち
に
、
よ
う
や
く
国
内
の
大

学
・
大
学
院
が
「
外
国
語
と
し
て
の
日
本
語

教
育
」
を
本
格
的
に
開
講
す
る
よ
う
に
な
り
、

教
師
資
格
・
養
成
の
一
つ
の
目
安
で
あ
る

「
日
本
語
教
育
能
力
検
定
」
が
創
設
さ
れ
、
各

種
教
材
が
次
々
に
開
発
、
頒
布
さ
れ
る
基
礎

的
環
境
が
整
備
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
の
過
程
に
は
、
日
本
語
国
際
セ

ン
タ
ー
（
89
年
開
設
）、
海
外
日
本
語
セ
ン
タ

ー
の
設
置
（
91
年
か
ら
02
年
の
間
に
計
８
カ

所
）、
そ
し
て
関
西
国
際
セ
ン
タ
ー
（
97
年
開

設
）
な
ど
、
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ

ン
自
身
に
よ
る
日
本
語
教
育
支
援
体
制
の
整

備
・
強
化
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

環
境
と
対
応
の
な
か
か
ら
、
意
識
的
で
あ
る

に
し
ろ
無
意
識
的
で
あ
る
に
し
ろ
、「
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
」
こ
と
が
理
想
で
あ
る
と
い
う
日

本
語
教
育
界
の
一
種
の
「
姿
勢
」
や
「
習
い

性
」
が
醸
成
さ
れ
た
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

二
つ
め
が
、
こ
の
「
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
」

こ
と
と
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
発
想
と
の
間

に
生
じ
る
軋
轢
の
存
在
で
あ
る
。
「
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
」
こ
と
を
是
と
す
る
論
理
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
教
授
法
や
教
材
開
発
の
改
善
も
、

ま
た
展
開
も
が
助
長
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
方
、
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
は
、
基

準
や
規
範
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
、
少
な
か

ら
ず
そ
れ
が
「
強
制
」
や
「
固
定
化
」
と
同

義
と
捉
え
ら
れ
、
前
者
を
是
と
す
る
側
か
ら

は
、
当
然
の
よ
う
に
警
戒
や
抵
抗
が
露
わ
に

な
る
。
し
か
し
、
既
述
の“stan

d
ard
s ”

や

“can
-d
o
statem

en
ts ”

が
示
す
よ
う
に
、

い
ま
そ
の
構
築
の
必
要
性
を
訴
え
る
「
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
」
は
、
決
し
て
唯
一
の
「
絶
対
基

準
・
規
範
」
を
指
す
の
で
は
な
い
。
再
び
喩

え
て
言
え
ば
、
羅
針
盤
や
レ
ー
ダ
ー
を
装
備

し
た
大
型
船
の
航
行
に
不
可
欠
の
海
図
で
あ

り
、
航
行
計
画
書
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
日
本
語
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

の
構
築
へ
向
け
て

そ
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
」
を
軸
と
し
て
、
優
れ
て
国
際
的

な
言
語
教
育
政
策
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
整
備

し
実
行
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
経
験
と
展
望
に
学
ぶ
と

こ
ろ
は
多
い
。
ま
た
、
今
後
も
引
き
続
き
日

本
語
教
育
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
が
最
も
大
き

い
で
あ
ろ
う
韓
国
、
中
国
と
の
関
係
を
視
野

に
お
い
た
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

過
去
も
現
在
も
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
未
来

も
、
海
外
の
日
本
語
教
育
の
中
核
機
関
た
る

ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
が
自
ら
率

先
し
て
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
構
築
す
る
必

然
性
が
、
い
ま
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
と
に
、
中
国
政
府
が
中
国
語
の
海
外
普
及

の
拠
点
と
し
て
「
孔
子
学
院
」
を
世
界
１
０

０
カ
所
に
設
置
し
よ
う
と
す
る
戦
略
の
核
が
、

や
は
り
欧
米
の
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
援
用

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
対
象
国
の
中
核
的
教
育

機
関
と
の
提
携
の
あ
り
方
や
、
Ｈ
Ｓ
Ｋ
（「
漢

語
水
平
考
試
」）
の
レ
ベ
ル
設
定
基
準
や
評
価

法
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
者
の
関
連
で
い
え
ば
、
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ

ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
に
も
21
年
の
実
績
が
あ
る

「
日
本
語
能
力
試
験
」
が
あ
る
が
、
関
係
者

遠近　6
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特集　　日本語で話しませんか 

か
ら
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
や
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
な
ど

の
よ
う
な
国
際
化
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、

現
在
の
認
定
法
や
出
題
基
準
の
等
化
な
ど
に

つ
い
て
早
急
な
改
善
を
要
す
る
と
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
同
試
験
自
体
が

「
日
本
語
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
構
築
の
際

の
、
一
つ
の
重
要
な
指
針
と
な
る
性
質
を
有

し
て
い
る
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
が
言
語
教
育
に
は
不
可

欠
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」

が
絶
対
基
準
・
規
範
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

今
回
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
か
ら
集
約
さ
れ

た
最
も
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ジ

ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
が
自
ら
「
日

本
語
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
構
築
を
公
言

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
討
議
者
全
員
か
ら

賛
同
と
支
援
の
声
が
聞
か
れ
た
。
特
に
、

「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
で
は
な
く

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
で
あ
り
、
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
」、

換
言
す
れ
ば
、
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
あ
る

べ
き
姿
は
、
完
成
品
の
具
備
で
は
な
く
、
そ

の
実
施
と
不
断
の
改
良
の
過
程
で
あ
る
と
い

う
発
言
は
、
極
め
て
象
徴
的
で
あ
っ
た
。
こ

れ
を
聞
い
て
警
戒
心
や
抵
抗
感
が
薄
れ
る
、

と
期
待
す
る
の
は
尚
早
で
あ
ろ
う
か
。

次
の
プ
ロ
セ
ス
へ

日
本
語
教
育
を
規
模
の
国
際
的
な
広
が
り

の
み
に
止
め
ず
、
日
本
語
そ
の
も
の
の
国
際

的
流
通
性
の
強
化
に
も
着
目
す
れ
ば
、
「
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
」
抜
き
で
は
そ
の
政
策
化
・
具

体
化
が
困
難
で
あ
る
と
再
認
識
し
た
。
と
同

時
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
語
教
育
に
携
わ
る
関

係
者
が
、
も
う
一
つ
の
現
実
に
気
が
つ
い
て

い
る
だ
ろ
う
か
、
と
自
問
も
し
た
。
英
語
が

国
際
語
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
普
及
し
定
着
し

た
陰
に
、
英
語
自
体
の
変
容
が
相
当
程
度
に

進
み
、
「
英
語
国
民
」
自
身
に
は
、
い
わ
ゆ

る“W
orld

E
nglishes ”

（
世
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
地
域
で
使
用
さ
れ
て
い
る
地
域
特
有
の
変
容

を
遂
げ
た
英
語
群
）
を
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い

状
況
が
現
出
し
て
い
る
。
で
は
、
「
日
本
語

国
民
」
が
、
日
本
語
（
教
育
）
の
国
際
化
の

過
程
や
結
果
に
お
い
て
、“

W
o
r
ld

Japaneses ”

と
の
遭
遇
を
甘
受
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
提
言
も
あ

っ
た
。
中
国
語
教
育
関
係
者
に
よ
る
Ｃ
Ａ
Ｆ

（

C
om
m
on

A
sian

F
ram

ew
ork

of

R
eference

for
L
anguages

）
構
想
の
開
陳

で
あ
る
。
こ
れ
が
Ｃ
Ｅ
Ｆ
を
意
識
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

今
回
の
国
際
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
は
、

「
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
』
」

を
構
築
す
る
た
め
の
最
初
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ

り
、
今
年
あ
と
２
回
の
開
催
を
予
定
し
て
い

る
。
第
１
回
の
会
合
で
、
ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ

ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
提
唱
を
強
く
支
持
し
、
多

く
の
示
唆
を
与
え
鼓
舞
し
て
く
だ
さ
っ
た
上

掲
の
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
甚
な
る

謝
意
を
表
し
た
い
。a
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