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こ
の
冊
子
を
手
に
取
っ
た
あ
な
た
は
、
お

母
さ
ん
で
す
か
？
お
父
さ
ん
で
す
か
？
そ
れ

と
も
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で

し
ょ
う
か
？
病
院
で
、
赤
ち
ゃ
ん
が
聞
こ
え

な
い
・
聞
こ
え
に
く
い
と
診
断
さ
れ
て
、
不

安
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
で
も
、
大
丈
夫
で
す
！
私
た
ち
も
何
年

か
前
に
、
み
な
さ
ん
の
よ
う
に
驚
き
や
悲
し

み
を
経
験
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
取
る
に
足

ら
な
い
心
配
だ
っ
た
と
わ
か
り
ま
し
た
。
聞

こ
え
な
い
赤
ち
ゃ
ん
は
、
聞
こ
え
る
子
と
同

じ
よ
う
に
す
く
す
く
と
育
ち
、可
愛
ら
し
く
、

た
く
ま
し
く
成
長
し
て
行
き
ま
す
。
そ
れ
を

お
伝
え
し
た
く
て
、
こ
の
冊
子
を
つ
く
り
ま

し
た
。

聞
こ
え
な
い
赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
方
に
つ
い

て
、
も
う
資
料
を
お
持
ち
で
す
か
？ 

資
料

は
、
病
院
・
役
所
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
ろ
う

学
校
・
こ
と
ば
の
教
室
な
ど
に
置
い
て
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い

て
あ
る
で
し
ょ
う
。「
聞
こ
え
な
い
子
は
、

こ
の
ま
ま
で
は
言
葉
が
育
た
な
い
の
で
補
聴

器
を
つ
け
て
、
聞
く
訓
練
と
話
す
訓
練
を
し

ま
し
ょ
う
。
人
工
内
耳
を
埋
め
込
む
手
術
を

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
」。
こ
れ
は
、「
聞
く
・

話
す
」
を
基
本
に
し
た
ろ
う
教
育
に
沿
っ
た

も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
冊
子
で
は
、
他

で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
「
手
話
で
の
子
育

て
」
に
つ
い
て
、
メ
リ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
デ

メ
リ
ッ
ト
も
含
め
て
、
詳
し
く
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。　
　

聞
こ
え
な
い
子
は
、
お
よ
そ
一
千
人
に
一

人
生
ま
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、

そ
の
親
の
90
％
が
聞
こ
え
る
人
で
す
。
こ
の

冊
子
は
聞
こ
え
る
親
御
さ
ん
を
対
象
に
情
報

提
供
を
し
て
い
ま
す
が
、
ろ
う
の
ご
両
親
、

祖
父
母
の
方
が
お
読
み
に
な
っ
て
も
参
考
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ろ
う
者
の

み
な
さ
ん
が
受
け
て
き
た
聴
覚
障
害
児
教
育

と
、
こ
こ
で
ご
紹
介
す
る
教
育
や
価
値
観
は

大
き
く
違
う
か
ら
で
す
。
ひ
と
つ
の
考
え
方

と
し
て
、
ま
た
新
し
い
教
育
と
し
て
、
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い
。

文
中
に
「
ろ
う
者
・
ろ
う
児
」
と
い
う
言

葉
が
登
場
し
ま
す
。
医
学
的
に
は
「
91 

dB

以
上
の
最
重
度
難
聴
」
の
こ
と
を
「
ろ
う
」

と
呼
び
ま
す
が
、
私
た
ち
は
聴
力
（
dB
）
の

程
度
に
関
係
な
く
『
日
本
手
話
を
母
語
と
し

て
自
信
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
聞
こ
え
な

い
・
聞
こ
え
に
く
い
人
』の
こ
と
を『
ろ
う
者
・

ろ
う
児
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
聞

こ
え
る
人
の
こ
と
は
「
聴
者
・
聴
児
」
と
呼

び
ま
す
。（
※
日
本
手
話
に
つ
い
て
は
９
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
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聞
こ
え
な
い
っ
て
悲
し
い
こ
と
？  

聞
こ
え
な
い
子
は
プ
ラ
ス
の
力
を
も
つ
子
ど
も 

赤
ち
ゃ
ん
は
た
く
さ
ん
の
大
人
に
守
ら
れ
て
い
ま
す

一
番
大
切
な
大
人
た
ち

お
子
さ
ん
の
世
界
に
近
づ
い
て
み
ま
し
ょ
う

手
話
で
育
て
る
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
？

手
話
だ
け
で
は
社
会
に
出
て
か
ら
困
る
の
で
は
？

手
話
で
育
て
る
と
何
が
い
い
の
？

手
話
で
育
て
る
デ
メ
リ
ッ
ト
は
？

ろ
う
の
赤
ち
ゃ
ん
の
子
育
て
で
大
切
な
こ
と
は
？

手
話
は
二
種
類
あ
り
ま
す
！

手
話
は
大
人
に
な
っ
て
か
ら
覚
え
て
も
い
い
の
で
は
？  

聴
覚
口
話
法
（
ち
ょ
う
か
く
こ
う
わ
ほ
う
）
っ
て
な
に
？

人
工
内
耳
を
す
れ
ば
聞
こ
え
る
人
に
な
る
！
？

手
話
も
口
話
も
、
両
方
で
き
る
の
が
い
い
？

日
本
の
ろ
う
学
校
で
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
を
行
っ
て
い
る
の
？

お
父
さ
ん
へ

お
わ
り
に

ろ
う
児
の
乳
児
相
談
や
子
育
て
情
報
を
提
供
し
て
い
る
団
体

ろ
う
者
や
手
話
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報

推
薦
図
書

全
国
ろ
う
児
を
も
つ
親
の
会　

発
行
図
書

手
話
を
認
め
て
い
る
国
と
地
域

本文中の「※」は参考資料です。より詳しくお知りになりたい場合は巻末の推薦図書及び親の会発行図書をご覧ください。
illustration ❋ わたなべ ふみ
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お
子
さ
ん
が
反
り
返
っ
て
困
る
と
い
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
聞
こ
え
な
い
子
ど
も

た
ち
は
、
自
分
に
備
わ
っ
た
「
見
る
力
」
と

い
う
優
れ
た
能
力
を
知
っ
て
い
て
、
周
囲
を

余
す
こ
と
な
く
見
よ
う
！
と
し
て
そ
う
い
う

動
き
を
す
る
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は

医
学
的
に
検
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
医
学
と
い
う
の
は
欠

損
し
て
い
る
と
こ
ろ
（
聴
覚
）
を
治
す
こ
と

が
目
標
で
あ
り
、ろ
う
児
の
得
意
な
分
野
（
視

覚
）
の
研
究
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
で

も
、
ろ
う
児
の
保
護
者
の
声
を
集
め
た
と
こ

ろ
、
大
半
の
お
母
さ
ん
が
「
お
ん
ぶ
を
し
て

も
、
だ
っ
こ
を
し
て
も
、
頭
を
反
り
返
し
て

困
っ
た
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

た
ち
は
障
害
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
だ
け

ど
日
本
語
で
は
な
く
日
本
手
話
で
話
を
す
る
“
ろ

う
者
”
で
す
。
日
本
の
中
の
言
語
的
少
数
派
で
す
」

と
宣
言
（
ろ
う
文
化
宣
言
）
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

す
で
に
欧
米
を
は
じ
め
多
く
の
国
で
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
し
た
が
、
日
本
で
は
一
部
の
ろ
う
者

以
外
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

後
、
こ
の
考
え
方
を
大
い
に
歓
迎
し
た
の
が
、
ろ

う
児
を
も
つ
親
た
ち
で
し
た
。「
自
分
の
子
ど
も
は
、

聞
こ
え
な
い
可
哀
そ
う
な
子
で
は
な
い
。
優
れ
た

目
力
を
も
つ
子
ど
も
な
ん
だ
！
」
と
。
自
分
の
子

ど
も
を
「
プ
ラ
ス
の
力
を
も
つ
子
」
と
し
て
受
け

入
れ
た
途
端
、
ろ
う
児
の
子
育
て
は
、
こ
れ
ま
で

の
よ
う
な
辛
く
悲
し
い
も
の
で
は
な
く
、
明
る
く

楽
し
い
も
の
へ
と
変
わ
り
ま
す
。

聞
こ
え
な
い
っ
て

　
　
　

悲
し
い
こ
と
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
親
が
聴
者
（
聞
こ
え
る
人
）
の
場
合
、赤
ち
ゃ

ん
が
「
聞
こ
え
な
い
・
聞
こ
え
に
く
い
」
と
い
う

こ
と
に
悲
観
的
に
な
り
が
ち
で
す
。そ
れ
は﹃
い
ま
、

自
分
が
突
然
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
ら
⁝
﹄
と
想
像

し
て
、
そ
れ
を
お
子
さ
ん
に
当
て
は
め
て
し
ま
う

か
ら
で
す
。
し
か
し
、
も
う
少
し
想
像
の
幅
を
広

げ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
赤
ち
ゃ
ん
は
聞

こ
え
る
生
活
を
経
験
し
て
い
な
い
の
で
す
。
つ
ま

り
、﹃
聞
こ
え
な
い
こ
と
が
フ
ツ
ー
﹄
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、生
ま
れ
つ
き
聞
こ
え
る
人
に
と
っ
て
﹃
聞

こ
え
る
こ
と
が
フ
ツ
ー
﹄
で
あ
る
の
と
同
じ
で
す
。

耳
が
不
自
由
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
こ
え
な

い
だ
け
！
で
す
。
で
す
か
ら
、
ろ
う
者
自
身
は
聞

こ
え
な
い
こ
と
を
不
幸
と
か
不
自
由
な
ど
と
思
っ

て
い
な
い
の
で
す
。

ろ
う
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
聞
く
こ
と
で
は
な
く
、

見
る
こ
と
で
周
囲
か
ら
い
ろ
ん
な
情
報
を
吸
収
し

て
い
ま
す
。
人
の
顔
や
動
き
、
物
の
位
置
関
係
、

色
や
形
、
光
や
影
な
ど
、
そ
の
「
見
る
力
」「
見
分

け
る
力
」
は
、
聴
者
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
言
っ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。

一
番
大
切
な
大
人
た
ち

実
は
、
ろ
う
の
子
ど
も
の
周
囲
に
は
、
も
う
ひ

と
つ
最
も
大
切
な
大
人
た
ち
が
い
ま
す
。
そ
れ
は

「
ろ
う
者
」
で
す
。
聞
こ
え
な
い
子
は
、
ろ
う
学
校

を
卒
業
し
て
も
、
一
般
校
を
卒
業
し
て
も
、
最
終

的
に
は
「
ろ
う
社
会
」
に
帰
属
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

お
子
さ
ん
に
と
っ
て
生
き
方
そ
の
も
の
に
直
結
す

る
と
て
も
大
切
な
社
会
で
す
。「
自
分
の
子
ど
も
を

ろ
う
社
会
に
入
れ
る
の
は
い
や
だ
」
と
い
う
親
御

さ
ん
も
と
き
ど
き
い
ま
す
が
、
子
ど
も
の
人
生
は

子
ど
も
の
モ
ノ
で
す
。
い
ず
れ
親
も
と
を
巣
立
っ

て
い
き
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
親
を
頼
る
よ
う
で
は

困
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
と
き
、
聞
こ
え
な
い
子
の

心
を
支
え
る
の
が
「
ろ
う
社
会
（
ろ
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
）」な
ん
で
す
。
ろ
う
児
の
明
る
い
未
来
は「
ろ

う
社
会
」
な
し
に
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
み

な
さ
ん
が
頼
り
に
す
る
病
院
や
通
園
施
設
や
学
校

で
、
ろ
う
者
や
日
本
手
話
に
関
す
る
情
報
提
供
が

な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
お
子
さ
ん
の
将
来
を

本
気
で
考
え
て
い
る
機
関
と
は
言
い
難
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ろ
う
者
や
手
話
に
対
し
て
否
定
的
な

先
入
観
を
与
え
る
よ
う
な
意
見
を
言
っ
た
り
、「
聴

こ
え
」
に
関
す
る
情
報
ば
か
り
の
と
こ
ろ
よ
り
、

ひ
と
こ
と

一
番
大
切
な
こ
と
は　

お
子
さ
ん
を　

あ
り

の
ま
ま
の
姿
で
受
け
止
め
る
こ
と
で
す

聞
こ
え
な
い
こ
と
は　

悪
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん

あ
な
た
の
お
子
さ
ん
は　

悲
し
い
子
で
も
不

憫
な
子
で
も
あ
り
ま
せ
ん

お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
と
は　

ち
ょ
っ
と
違

う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が

優
れ
た
目
力
を
も
つ　

す
ば
ら
し
い
お
子
さ

ん
で
す　

聞
こ
え
な
い
子
は

プ
ラ
ス
の
力
を
も
つ
子
ど
も

お
子
さ
ん
を
「
優
れ
た
目
を
も
つ
子
（
プ
ラ
ス

の
力
を
も
つ
子
）」
と
し
て
受
け
入
れ
る
か
、「
聞

こ
え
な
い
子
（
マ
イ
ナ
ス
の
面
を
も
つ
子
）」
と
し

て
受
け
入
れ
る
か
、
親
御
さ
ん
の
受
け
取
り
方
ひ

と
つ
で
、
子
育
て
が
楽
し
い
も
の
に
も
辛
い
も
の

に
も
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
子
さ
ん
の
長
い
人

生
を
左
右
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

聞
こ
え
な
い
子
を
「
プ
ラ
ス
の
力
を
も
つ
子
」
と

す
る
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
九
九
五

年
に
手
話
言
語
学
を
研
究
し
て
い
る
ろ
う
者
が「
私

赤
ち
ゃ
ん
は
た
く
さ
ん
の

大
人
に
守
ら
れ
て
い
ま
す

ろ
う
の
子
ど
も
の
周
囲
に
は
、
何
人
も
の
大
人

が
い
ま
す
。
ご
両
親
、
祖
父
母
、
医
師
、
教
師
⁝
。

大
人
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
役
割
を
も
っ
て

い
ま
す
。
ご
両
親
は
、
子
ど
も
に
十
分
な
愛
情
を

注
ぎ
、
子
ど
も
の
全
人
格
を
育
て
て
い
き
ま
す
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
ご
両
親
の

応
援
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
医
師
は

病
気
や
障
害
を
治
す
立
場
の
人
で
す
か
ら
、
お
子

さ
ん
の
聴
力
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
集
中
し
て
考

え
ま
す
。
言
語
聴
覚
士
（
Ｓ
Ｔ
）
は
、
お
子
さ
ん

の
「
聞
く
・
話
す
」
力
を
つ
け
る
こ
と
を
中
心
に

考
え
ま
す
。
教
師
は
、「
学
力
」
を
つ
け
さ
せ
る
た

め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
を
考
え
ま
す
。
で
は
、

ろ
う
児
と
一
番
長
く
関
わ
る
の
は
誰
で
し
ょ
う

か
？
医
師
は
医
療
の
範
囲
、
教
師
は
学
校
を
卒
業

す
る
ま
で
の
付
き
合
い
で
す
。
ろ
う
児
が
社
会
に

出
て
ど
う
生
き
て
い
く
の
か
？
ど
う
自
分
と
向
き

合
い
、
社
会
と
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
？
そ
れ
を

見
届
け
る
の
は
私
た
ち
親
な
の
で
す
。
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ろ
う
者
や
ろ
う
児
、
日
本
手
話
に
触
れ
る
機
会
や

資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
な
機
関
を
お
す
す

め
し
ま
す
。
保
護
者
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
立
場

の
人
は
、
正
し
い
情
報
を
提
供
し
、
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
が
判
断
を
見
誤
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
が
最
低
限
の
仕
事
で
す
。

お
子
さ
ん
の
世
界
に

 

近
づ
い
て
み
ま
し
ょ
う

あ
な
た
は
、
お
子
さ
ん
と
ど
の
よ
う
に
向
き

合
っ
て
い
き
ま
す
か
？
お
子
さ
ん
を
聞
こ
え
る
世

界
に
近
づ
け
る
か
、
あ
な
た
が
努
力
し
て
お
子
さ

ん
の
世
界
に
近
づ
く
か
？
ぜ
ひ
、
お
子
さ
ん
の
世

界
に
近
づ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
聞
こ
え
な
い
子

が
自
然
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
は
手

話
だ
け
で
す
。
聴
者
が
「
手
話
」
を
学
ぶ
こ
と
は

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
親
御
さ
ん
に
は
必
ず

で
き
ま
す
。
少
し
前
ま
で
、「
親
が
習
っ
た
手
話
で

聞
こ
え
な
い
子
を
育
て
る
の
は
不
可
能
」
と
当
然

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
た
く

さ
ん
の
親
子
が
ろ
う
者
の
言
語
で
あ
る
〝
日
本
手

話
〟
で
楽
し
い
子
育
て
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

専
門
家
や
教
育
者
よ
り
、
親
た
ち
の
方
が
柔
軟
性

が
あ
り
先
駆
的
だ
っ
た
と
い
え
る
よ
う
で
す
。

手
話
で
育
て
る
っ
て
、

　
　

ど
う
い
う
こ
と
？

ろ
う
の
赤
ち
ゃ
ん
に
話
し
か
け
る
と
き
や
、
ろ

う
の
赤
ち
ゃ
ん
の
前
で
会
話
を
す
る
と
き
、
日
本

語
で
は
な
く
手
話
で
話
を
す
る
だ
け
の
こ
と
で
す
。

聴
者
の
お
母
さ
ん
は
聞
こ
え
る
赤
ち
ゃ
ん
に
声
で

話
し
か
け
ま
す
。
す
る
と
、
赤
ち
ゃ
ん
は
そ
れ
を

真
似
て
声
を
出
し
、
や
が
て
「
マ
ン
マ
」「
ワ
ン
ワ

ン
」「
ブ
ー
ブ
ー
」
な
ど
と
幼
児
語
で
話
す
よ
う
に

な
り
ま
す
。
一
方
、
ろ
う
者
の
お
母
さ
ん
は
聞
こ

え
な
い
赤
ち
ゃ
ん
に
手
話
で
話
し
か
け
ま
す
。
赤

ち
ゃ
ん
は
そ
の
手
話
を
じ
っ
と
見
て
ま
ね
を
し
て
、

小
さ
な
手
を
動
か
し
て
手
話
の
幼
児
語
で
話
す
よ

う
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
た
い
て
い
の
親
は
手
話
を
知
り
ま
せ

ん
ね
。
ご
両
親
は
、
ま
ず
手
話
を
学
ぶ
と
こ
ろ
か

ら
の
ス
タ
ー
ト
に
な
り
ま
す
が
焦
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
将
来
、
お
子
さ
ん
と
手
話
で
楽
し
く
話

し
を
す
る
姿
を
想
像
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
学
ん

で
大
丈
夫
で
す
。
そ
し
て
、
ろ
う
児
や
ろ
う
者
が

集
ま
る
場
所
に
赤
ち
ゃ
ん
を
連
れ
て
行
っ
て
あ
げ

て
く
だ
さ
い
。
そ
こ
で
は
、
み
ん
な
が
手
話
で
話

し
て
い
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
に
も
手
話
で
話
し
か
け

て
く
れ
ま
す
。
親
御
さ
ん
が
「
手
話
を
学
び
た
い
」

と
言
え
ば
、
喜
ん
で
協
力
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

実
際
に
そ
う
や
っ
て
手
話
を
覚
え
て
い
っ
た
親
子

が
何
組
も
い
ま
す
。
人
間
が
自
然
に
覚
え
て
、
自

由
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
言
語
の
こ
と
を

「
母
語
（
ぼ
ご
）」
と
言
い
ま
す
。
聞
こ
え
る
赤
ち
ゃ

ん
の
場
合
は
日
本
語
が
母
語
で
す
が
、
聞
こ
え
な

い
赤
ち
ゃ
ん
が
自
然
に
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
手
話
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
聞
こ
え
な
い
赤

ち
ゃ
ん
に
は
手
話
を
見
せ
て
あ
げ
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
す
。

手
話
だ
け
で
は
社
会
に

出
て
か
ら
困
る
の
で
は
？

そ
の
と
お
り
で
す
。「
手
話
だ
け
で
い
い
」
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
暮
ら
す
の
で

す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
日
本
語
も
必
要
で
す
。
学
校

生
活
で
も
、
教
科
書
の
日
本
語
が
わ
か
ら
な
け
れ

ば
学
力
は
つ
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
の
日
本
語
の
力

を
つ
け
る
た
め
に
、
土
台
と
な
る
母
語
が
大
切
な

の
で
す
。
母
語
の
手
話
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、

二
つ
目
の
言
語
と
し
て
日
本
語
の
力
も
つ
い
て
い

き
ま
す
。
手
話
が
十
分
に
発
達
し
て
い
な
い
と
、

日
本
語
も
伸
び
ま
せ
ん
。（
母
語
は
、
言
語
面
だ
け

で
な
く
、
そ
の
人
の
人
格
全
体
を
支
え
る
も
の
で

す
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
う
え
で
重
要
な
は
た

ら
き
を
し
て
い
ま
す
。）
ま
ず
子
ど
も
の
母
語
を
育

て
、
次
に
も
う
一
つ
別
の
言
語
を
習
得
す
る
教
育

を
「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
（
二
言
語
教
育
）」
と
い

い
ま
す
。
日
本
に
住
む
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
の
場

合
は
、「
ま
ず
手
話
、
次
に
日
本
語
（
読
み
書
き
）」

と
い
う
順
番
に
な
り
ま
す
。（
※
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ

う
教
育
に
関
す
る
詳
し
い
情
報
は
、
参
考
図
書
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）

手
話
で
育
て
る
と

　
　
　

何
が
い
い
の
？

ひ
と
こ
と
で
言
う
と
「
聞
こ
え
る
子
と
同
じ
よ

う
に
会
話
を
楽
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
兄

弟
姉
妹
も
自
然
に
手
話
で
会
話
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
公
園
で
ア
リ
を
見
つ
け
た

ら
「
ア
リ
さ
ん
の
お
家
は
ど
こ
か
な
？
」「
ア
リ

さ
ん
の
お
家
は
穴
な
ん
だ
ね
」「
兄
弟
が
た
く
さ

ん
い
る
よ
。
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
は
穴
の
中
か

な
ぁ
？
」「
ア
リ
さ
ん
は
力
も
ち
だ
ね
」
と
、
い
わ

ゆ
る
フ
ツ
ー
の
親
子
の
会
話
が
で
き
る
の
で
す
。

三
歳
な
ら
三
歳
の
子
ら
し
い
話
題
で
、
冗
談
や
口

げ
ん
か
な
ど
も
含
め
て
豊
か
な
会
話
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
の
前
で
は
、
お
父
さ

ん
と
お
母
さ
ん
の
会
話
も
手
話
に
す
る
と
よ
り
良

い
親
子
関
係
が
築
け
る
と
思
い
ま
す
。
聞
こ
え
る

子
ど
も
が
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
会
話
を
耳

に
し
な
が
ら
大
き
く
な
る
の
と
同
じ
状
態
に
す
る

わ
け
で
す
。
両
親
が
ど
ん
な
話
を
し
て
い
る
の
か

を
知
る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
安
心
し
ま
す
し
、
そ

の
話
か
ら
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
び
と
っ
て
い
き

ま
す
。（
※
「
聴
覚
障
害
者
の
心
理
臨
床
」）

手
話
で
育
て
る

　
　

デ
メ
リ
ッ
ト
は
？

聞
こ
え
る
親
御
さ
ん
は
、
手
話
を
覚
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
こ
と
を
負
担
に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
お
子
さ
ん
を
ろ
う
児
や
ろ
う
者
の
い
る
場

所
に
連
れ
て
行
く
の
も
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
で

も
、
こ
れ
を
デ
メ
リ
ッ
ト
と
考
え
る
か
ど
う
か
は

親
御
さ
ん
次
第
で
す
。
最
初
の
う
ち
は
負
担
に
感

じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
親
子
で
少
し
ず
つ
手

話
で
会
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
き
っ
と
喜

び
の
ほ
う
が
大
き
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
、

手
話
で
ろ
う
児
を
育
て
て
い
る

親
御
さ
ん
は
、
み
ん
な

「
子
育
て
が
サ
イ
コ
ー

に
楽
し
い
！
」「
子

ど
も
の
手
話
が
ど

ん
ど
ん
上
達
す

る
様
子
が
誇
ら

し
い
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。

（
※
「
よ
う
こ

そ
　
ろ
う
の
赤

ち
ゃ
ん
」）
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手
話
は
二
種
類

　
　
　

あ
り
ま
す
！

日
本
で
「
手
話
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は

二
種
類
あ
り
ま
す
。

① 

日
本
手
話

② 

手
指
日
本
語
（
日
本
語
対
応
手
話
と
か
、
手

話
つ
き
ス
ピ
ー
チ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
）

①
の
日
本
手
話
は
、
ろ
う
者
の
言
語
で
、
日
本

語
と
は
異
な
る
文
法
・
構
造
を
も
つ
独
自
の
言
語

で
す
。
こ
れ
は
、
ろ
う
児
が
自
然
に
身
に
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
言
語
で
、
こ
の
冊
子
の
中

で
「
手
話
で
の
子
育
て
」
の
「
手
話
」
と
は
す
べ

て
日
本
手
話
の
こ
と
で
す
。

②
の
手
指
日
本
語
は
、
聴
者
が
つ
く
っ
た
も
の

で
す
。
日
本
語
を
話
し
な
が
ら
、
日
本
語
の
語
順

に
沿
っ
て
手
話
の
単
語
を
示
し
ま
す
。
声
を
出
し

な
が
ら
手
を
動
か
す
の
で
、
聞
こ
え
る
人
に
と
っ

て
分
か
り
や
す
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
手
指
日
本
語

も
「
手
話
」
と
呼
ば
れ
て
一
般
に
広
が
り
ま
し
た
。

手
指
日
本
語
は
、
日
本
語
を
覚
え
て
か
ら
失
聴

し
た
中
途
失
聴
者
や
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
手
話

少
し
大
き
く
な
る
と
何
に
で
も
手
を
出
す
の

で
、
親
と
し
て
は
「
ダ
メ
、
ダ
メ
」
と
言
い
た
く

な
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
は
、
な
ぜ
良
く
な
い
の

か
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、

「
さ
わ
る
と
、
ア
チ
チ
だ
よ
」
と
か
、「
汚
い
ね
ー
」

と
か
、「
こ
れ
は
、
パ
パ
の
だ
い
じ
な
物
。
だ
か
ら

置
い
と
こ
う
ね
」
と
い
う
よ
う
に
で
す
。
そ
し
て
、

二
歳
く
ら
い
に
な
っ
た
ら
、
も
っ
と
詳
し
く
説
明

し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
階
段
の
近
く
で
遊

ん
で
い
る
と
き
は
、「
こ
こ
で

遊
ぶ
と
、
よ
ろ
け
た
と
き

に
下
に
落
ち
て
し
ま
う
よ
。

落
ち
た
ら
頭
を
ゴ
ツ
ン
と

ぶ
つ
け
ち
ゃ
う
。
血
が
出

る
か
も
し
れ
な
い
。
痛
い

の
は
嫌
だ
よ
ね
。
階
段
の

近
く
で
遊
ぶ
の
は
危
な
い

ね
。
だ
か
ら
、
や
め
よ
う
」

と
い
う
ふ
う
に
で
す
。
ち
ょ
っ

と
面
倒
に
思
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、常
に
「
な

ぜ
ダ
メ
な
の
か
？ 

な
ぜ
危
な
い
の
か
？
」
と
い
う

理
由
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
子
ど

も
は
納
得
し
ま
す
し
自
分
で
考
え
る
よ
う
に
も
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
聞
こ
え
る
子
の
子
育
て
に
つ

い
て
も
言
え
る
こ
と
で
す
ね
。

を
学
ん
だ
聞
こ
え
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
大
切
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
で
す
。
し
か
し
、
ろ

う
児
や
ろ
う
者
に
と
っ
て
は
、
不
自
然
で
わ
か
り

に
く
く
頭
が
混
乱
し
て
し
ま
う
よ
う
な
言
葉
で
、

ろ
う
児
の
母
語
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
英

語
の
語
順
に
沿
っ
て
日
本
語
の
単
語
を
並
べ
る
の

と
同
じ
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

手
話
は
大
人
に
な
っ
て
か

ら
覚
え
て
も
い
い
の
で
は
？

人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
言
葉
を
覚
え
る
能
力
を

も
っ
て
生
ま
れ
て
き
て
、
自
然
に
母
語
を
身
に
つ

け
ま
す
。
そ
の
能
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
何
歳
ま

で
か
、
と
い
う
こ
と
が
研
究
さ
れ
て
い
ろ
い
ろ
な

説
が
あ
り
ま
す
が
、
五
歳
く
ら
い
か
ら
後
は
少
し

ず
つ
衰
え
る
と
言
え
る
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、

幼
児
期
に
母
語
を
身
に
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、

そ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
は
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
難
し
く
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
聞
こ
え
な

い
赤
ち
ゃ
ん
が
母
語
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
日
本
手
話
で
育
て
る
こ
と
が

大
切
な
の
で
す
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら
日
本
手
話

を
覚
え
て
も
、
母
語
と
し
て
自
由
に
使
い
こ
な
せ

る
よ
う
に
は
な
り
ま
せ
ん
。「
母
語
」
と
は
、
言
語

面
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
の
人
格
全
体
を
支
え
る

も
の
と
し
て
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
う
え
で
と

て
も
重
要
な
も
の
な
の
で
す
。

　「じ
ゃ
ぁ
、
聴
者
の
親
が
日
本
手
話
を
覚
え
る
の

も
無
理
な
の
で
は
？
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。た
し
か
に
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
も
、

聴
者
の
親
は
手
話
を
母
語
と
し
て
覚
え
る
の
で
は

な
く
、
二
つ
目
の
言
語
と
し
て
勉
強
す
る
の
で
す
。

日
本
手
話
は
日
本
語
と
は
別
の
言
語
な
の
で
、
外

国
語
を
勉
強
す
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
と
考
え
て
い

い
で
し
ょ
う
。
親
御
さ
ん
が
勉
強
す
る
の
は
、
赤

ち
ゃ
ん
と
「
通
じ
る
会
話
」
を
し
て
お
子
さ
ん
を

育
て
る
た
め
で
す
。
あ
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
一
語
文
か
ら
二
語
文
へ
と

進
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
お
子
さ
ん
の
手
話
は
、

ろ
う
児
や
ろ
う
者
と
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
ど
ん
ど

ん
上
達
し
ま
す
か
ら
、
そ
の
う
ち
に
親
御
さ
ん
を

追
い
越
し
て
、
五
歳
く
ら
い
に
は
み
ご
と
な
手
話

の
使
い
手
に
な
る
で
し
ょ
う
。

聴
覚
口
話
法
︵
ち
ょ
う
か
く

こ
う
わ
ほ
う
︶
っ
て
な
に
？

昭
和
八
年
、
文
部
省
（
当
時
）
は
全
国
の
ろ
う

学
校
で
手
話
を
禁
止
し
聴
覚
口
話
法
の
前
身
で
あ

る
「
口
話
法
」
教
育
を
行
う
よ
う
訓
告
し
ま
し
た
。

（
※
「
わ
が
指
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」）
昭
和
40
年
代

に
入
る
と
補
聴
器
が
登
場
し
、
聴
覚
を
活
用
し
て

音
声
日
本
語
（
聞
く
・
話
す
）
の
習
得
を
目
標
と

す
る
「
聴
覚
口
話
法
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
聴
覚
口
話
法
は
、
相
手

の
口
の
動
き
を
読
み
取
る
「
読
話
（
ど
く
わ
）」
と

口
の
形
や
発
音
器
官
を
訓
練
す
る
「
発
語
」、
補
聴

ろ
う
の
赤
ち
ゃ
ん
の
子
育

て
で
大
切
な
こ
と
は
？

聞
こ
え
な
い
赤
ち
ゃ
ん
に
は
、
一
に
も
二
に
も

「
ア
イ
・
コ
ン
タ
ク
ト
」、
つ
ま
り
目
を
合
わ
せ
る

こ
と
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
と
目
が
合
っ
て
い
る
状
態

で
、
あ
や
し
た
り
手
話
で
話
し
か
け
た
り
す
る
よ

う
に
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。
抱
き
上
げ
る
と
き
は

背
後
か
ら
で
は
な
く
、
ま
ず
顔
を
見
せ
て
か
ら
に

し
ま
す
。
そ
ば
を
離
れ
る
と
き
は
、
黙
っ
て

い
な
く
な
る
の
で
は
な
く
「
ト
イ
レ

に
行
っ
て
く
る
よ
」、「
台
所
に

行
く
ね
」
な
ど
と
伝
え
て
か

ら
行
動
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

れ
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、〝
お

母
さ
ん
は
ま
た
戻
っ
て
く
る
〟

と
か
〝
今
は
台
所
に
い
る
〟
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ら
、
お
子

さ
ん
は
安
心
し
て
い
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
だ

手
話
が
わ
か
ら
な
い
赤
ち
ゃ
ん
に
対
し
て
も
同
じ

で
す
。
聞
こ
え
る
子
ど
も
の
子
育
て
で
も
、
お
母

さ
ん
は
言
葉
が
わ
か
ら
な
い
赤
ち
ゃ
ん
に
い
ろ
い

ろ
と
話
し
か
け
ま
す
よ
ね
。
ろ
う
の
赤
ち
ゃ
ん
に

も
同
じ
よ
う
に
手
話
で
話
し
か
け
て
あ
げ
て
く
だ

さ
い
。「

二
種
類
の
手
話
」

二
種
類
の
手
話
が
あ
る
の
は
日
本
だ
け
で

は
な
く
、
外
国
で
も
同
じ
で
す
。
例
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
に
は
ア
メ
リ
カ
手
話
と
手
指
英
語

が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
フ
ラ
ン
ス
手
話
と

手
指
フ
ラ
ン
ス
語
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
、

そ
の
両
方
を
「
手
話
」
と
呼
ぶ
習
慣
が
あ
る

た
め
、
誤
解
や
混
乱
が
生
じ
て
い
ま
す
。
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器
を
活
用
す
る
「
聴
能
（
ち
ょ
う
の
う
）」
と
い
っ

た
三
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
、
音
声
日
本
語
を
習
得

さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

昭
和
八
年
か
ら
75
年
間
も
続
い
て
い
る
こ
の
教

育
で
、
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
た
ち
は
話
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
日
本
語
を
十
分
に
習

得
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？
答
え
は
残
念
な
が
ら

「
ノ
ー
」
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
一
般
社

会
に
通
用
す
る
「
発
語
」
も
手
話
通
訳
を
必
要
と

し
な
い
「
読
話
」
も
高
等
教
育
に
対
応
で
き
る
レ

ベ
ル
の「
日
本
語
」習
得
も
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。

で
す
か
ら
、
ろ
う
学
校
の
先
生
た
ち
は
聞
こ
え
な

い
子
ど
も
た
ち
の
学
力
向
上
に
向
け
て
日
夜
努
力

を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
ご
く
少
数
で

す
が
驚
く
ほ
ど
上
手
に
話
せ
る
よ
う
に
な
る
例
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
い
け
な

い
の
が
「
話
せ
て
も
・
聞
こ
え
な
い
」、つ
ま
り
「
送

信
は
で
き
て
も
受
信
は
不
完
全
」
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
相
手
の
声
が
聞
こ
え
て
も
、
聴
者
と
同
じ

正
確
さ
で
聞
こ
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

話
の
内
容
が
全
部
わ
か
る
の
で
は
な
く
、
勘
を
働

か
せ
た
り
推
測
し
た
り
し
な
が
ら
判
断
し
て
い
る

の
で
す
。
ま
た
、
発
音
が
上
手
な
子
に
対
し
て
は
、

周
囲
の
子
ど
も
も
大
人
も
そ
の
子
が
聞
こ
え
な
い

こ
と
を
つ
い
忘
れ
て
、
何
の
配
慮
も
な
く
話
し
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
「
伝
わ
っ
た
」
と
思
っ
て

い
る
た
め
、
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
上
手
に
話
し
た
り
発
音
し
た
り
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
自
分
が
不
利
に
な
っ
て
し
ま
う
場

合
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
、
聴
覚
口
話

法
を
受
け
て
き
た
ろ
う
者
の
ほ
と
ん
ど
が
「
辛
く

苦
し
い
経
験
だ
っ
た
」
と
証
言
し
て
い
る
こ
と
も

聴
者
は
真
摯
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

（
※
「
デ
フ
ア
ー
ト
絵
本
﹃
手
話
で
生
き
た
い
﹄」）

人
工
内
耳
を
す
れ
ば

　

聞
こ
え
る
人
に
な
る
！
？

最
近
で
は
、
人
工
内
耳
の
技
術
が
向
上
し
、
一

歳
六
ヵ
月
ほ
ど
で
手
術
を
勧
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
聞
こ
え
な
い
子
に
と
っ
て

人
工
内
耳
は
「
魔
法
の
耳
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
工
内
耳
を
つ
け
た
だ
け
で
聞
こ
え
る
子
に
な
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
手
術
を
し
た
後
に
聴
覚

口
話
法
の
訓
練
を
行
っ
て
い
く
の
で
す
。
小
児
人

工
内
耳
治
療
チ
ー
ム
の
医
師
も
「
不
断
の
努
力
が

必
要
。
そ
の
努
力
を
怠
る
と
、
き
れ
い
に
話
せ
て

聞
こ
え
て
も
教
科
学
習
に
必
要
な
国
語
力
が
伴
わ

な
く
な
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
人
工
内

耳
の
手
術
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
親
御

さ
ん
で
す
。
お
子
さ
ん
の
一
生
に
か
か
わ
る
こ
と

を
、
本
人
に
代
わ
っ
て
決
め
る
の
で
す
か
ら
責
任

重
大
で
す
。
将
来
、
お
子
さ
ん
の
支
え
と
な
る
で

あ
ろ
う
ろ
う
社
会
は
人
工
内
耳
に
抵
抗
感
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
の
も
事
実
で
す
。
プ
ラ
ス
面
だ
け

で
な
く
マ
イ
ナ
ス
面
に
つ
い
て
も
慎
重
に
検
討
し

て
く
だ
さ
い
。
ご
両
親
そ
ろ
っ
て
医
師
や
ろ
う
学

校
の
先
生
、
ろ
う
者
や
ろ
う
児
の
保
護
者
な
ど
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
人
か
ら
話
を
聞
く
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。
そ
し
て
、
人
工
内
耳
を
選
択
し

た
場
合
で
も
、
お
子
さ
ん
か
ら
手
話
を
遠
ざ
け
な

い
で
欲
し
い
と
切
に
願
い
ま
す
。
ろ
う
教
育
の
先

進
国
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
「
人
工
内
耳
を

し
た
子
ど
も
で
も
、
母
語
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
手
話
」

と
い
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

手
話
も
口
話
も
、

　

両
方
で
き
る
の
が
い
い
？

ろ
う
学
校
に
手
話
の
コ
ー
ス
と
口
話
の
コ
ー
ス

の
両
方
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
に
合
う
コ
ー
ス
を
選

べ
る
と
い
う
意
味
な
ら
、
そ
れ
が
理
想
的
で
す
。

し
か
し
、
一
人
の
子
ど
も
に
手
話
と
口
話
の
両
方

を
教
え
る
と
い
う
意
味
な
ら
、
よ
く
考
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
は
混
乱
し
て
言
語
発
達
が

う
ま
く
い
か
な
く
な
る
可
能
性
が
大
き
い
か
ら
で

す
。
実
際
に
そ
う
い
う
教
育
が
行
わ
れ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
が
、
期
待
し
た
成
果
が
上
が
ら
ず
失

敗
し
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら

ト
ー
タ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
と
い
う
教

育
法
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
聴
覚
口

話
法
で
は
教
育
効
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
た
め
で

す
。
こ
の
新
し
い
教
育
法
は
、「
一
人
一
人
の
子
ど

も
に
わ
か
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
な
ら
何

で
も
い
い
か
ら
、
そ
れ
を
使
っ
て
教
育
を
し
よ
う
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
手
段
と
は
、
身
振
り
、

英
語
の
話
し
言
葉
、
書
き
言
葉
、
手
指
英
語
（
い

く
つ
も
の
種
類
が
考
案
さ
れ
ま
し
た
）、
指
文
字
、

キ
ュ
ー
ド
・
ス
ピ
ー
チ
、ア
メ
リ
カ
手
話
な
ど
で
す
。

こ
の
教
育
の
結
果
に
つ
い
て
、
約
20
年
後
に
政
府

の
委
員
会
が
全
国
的
な
調
査
を
し
て
、
一
九
八
八

年
に
「
失
敗
だ
っ
た
」
と
い
う
報
告
を
し
ま
し
た
。

教
育
法
を
改
善
す
る
よ
う
勧
告
も
し
て
い
ま
す
。

こ
の
失
敗
を
受
け
て
次
に
採
用
さ
れ
た
の
が
、
ア

メ
リ
カ
手
話
を
母
語
（
第
一
言
語
）、
英
語
の
読
み

書
き
を
第
二
言
語
と
し
て
教
育
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
法
で
す
。

日
本
の
ろ
う
学
校
で

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
を

行
っ
て
い
る
の
？

 

日
本
で
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
を
行
っ
て
い

る
学
校
は
、
一
校
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
私
立
の
明

晴
学
園
で
す
。
こ
の
学
校
は
、「
日
本
手
話
で
教
育

を
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
保
護
者
の
要
求
が
実
を

結
び
、
二
〇
〇
八
年
に
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育

の
私
立
の
ろ
う
学
校
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。（
※

明
晴
学
園
）
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ろ
う
教
育
の
基
本
は
、

教
室
内
の
共
通
言
語
が
第
一
言
語
の

「
手
話
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
国
語
や
英
語
と
同
様

に
「
手
話
」
も
教
科
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、「
手

話
を
使
っ
て
い
る
」「
手

話
が
あ
る
」
と
い
う
学

校
は
ト
ー
タ
ル
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

法
で
す
。

お
父
さ
ん
へ

お
子
さ
ん
が
聞
こ
え
な
い
・
聞
こ
え
に

く
い
と
診
断
さ
れ
て
動
揺
し
て
い
る
の
は
、

お
母
さ
ん
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お

父
さ
ん
だ
っ
て
同
じ
で
す
よ
ね
。
必
要
以

上
に
頑
張
ら
ず
、
肩
肘
を
張
ら
ず
、
泣
き

た
い
と
き
は
泣
い
て
、
不
安
な
と
き
は
誰

か
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
お

父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
心
を
ひ
と
つ
に
し

て
、
お
子
さ
ん
を
あ
り
の
ま
ま
受
け
止
め

て
愛
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
お
子
さ
ん

は
す
く
す
く
と
育
っ
て
い
き
ま
す
。
ほ
と

ん
ど
の
家
庭
で
お
子
さ
ん
と
接
す
る
時
間

が
長
い
お
母
さ
ん
の
方
が
手
話
が
上
手
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
、
お
父
さ
ん
は
情

報
を
集
め
る
役
に
な
っ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
？
パ
ソ
コ
ン
や
車
を
買
う
と
き

に
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
集
め
た
り
試
乗

し
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
ど
う
ぞ
、
ろ

う
児
の
子
育
て
や
教
育
に
関
す
る
資

料
を
集
め
た
り
、
見
学
に
行
っ
て
み

た
り
し
て
下
さ
い
。
き
っ
と
、
他

で
は
体
験
で
き
な
い
、
素
晴
ら
し

い
子
育
て
の
時
間
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
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お
子
さ
ん
を
ど
う
や
っ
て
育
て
よ
う
か
と

考
え
る
と
き
、「
手
話
で
育
て
る
」
と
い
う

道
も
選
択
肢
に
加
え
て
く
だ
さ
い
。「
手
話

で
子
育
て
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
自
分

の
子
ど
も
を
あ
り
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
」
と

い
う
意
味
で
す
。
親
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
子

ど
も
は
安
心
し
て
素
直
に
成
長
し
て
い
き
ま

す
。
お
子
さ
ん
の
成
長
に
親
御
さ
ん
の
手
話

の
レ
ベ
ル
は
あ
ま
り
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
逆

に
、
手
話
が
上
手
な
親
御
さ
ん
で
も
、「
聞

こ
え
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
」「
手
話
よ

り
早
く
日
本
語
を
教
え
た
い
」
と
思
い
な
が

ら
子
ど
も
に
接
し
て
い
る
と
、
な
ぜ
か
子
育

て
が
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
ろ
う
の
子
ど
も
が
子
ど
も
ら

し
く
、
周
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一
緒
に
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育
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う
！

ろう児の乳児相談や子育て情報を提供している団体

特定非営利活動法人
バイリンガル・バイカルチュラル
ろう教育センター（BBED）
http://www.bbed.org/

TEL/FAX:03-5767-5057
〒 143-0016 東京都大田区大森北
１- ３０-１三喜屋ビル 2 階

日本で唯一、バイリンガルろう教育を研究・実践し

てきた団体。ろう児の子育て相談をはじめ、ろう乳

児と一緒に参加できる手話教室などを開催。一般

の小中学校を対象にろう者を紹介する総合学習プロ

グラムや日本手話による絵本の読み聞かせＤＶＤの

貸出などを行っている。

学校法人明晴学園
「明晴学園 幼稚部・小学部」
http://www.meiseigakuen.ed.jp/

TEL:03-6380-6775  FAX:03-6380-6751
〒 140-0003 東京都品川区八潮５-２-１

ろう児の保護者とろう者が協力して 08 年４月に東

京都の教育特区として品川区八潮に誕生したバイリ

ンガルろう教育の私立ろう学校。日本だけでなくカ

ナダなど諸外国からも注目されている。「手話」と「日

本語」を教科として教えている。乳児教室や教育相

談、学校見学ツアー（いずれも要予約）などがある。

全国ろう児をもつ親の会
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/at_home/

FAX:03-3761-9905
〒 100-8691 郵便事業株式会社
銀座支店　郵便私書箱７０号

日本ではじめて聞こえない子を「ろう児」と呼んだ

保護者の団体。会員制をとらず広くろう児の親を対

象にＨＰや講演、出版物などで情報を提供している。

ろう教育における「人権救済申立」をリードし日弁

連に意見書を出させるなど、閉鎖的だった日本のろ

う教育に風穴を開ける。『ろう児の人権宣言』。

ろう者や手話に関するインターネット情報

「ろう者で日本人で…」木村晴美さんのブログ http://deaf.cocolog-nifty.com/

手話文法研究室 http://slling.net/

北海道バイリンガルろう教育を推進する会（ＨＢＥＤ） http://blogs.yahoo.co.jp/hbed33

推薦図書

もうひとつの手話
ろう者の豊かな世界
斉藤道夫（晶文社）

わが指のオーケストラ
山本おさむ　（秋田書店）

善意の仮面
聴能主義とろう文化の闘い
ハーラン・レイン著　長瀬修訳

こどもはことばをからだで覚える
正高信男　（中公新書）

聴覚障害者の心理臨床
村瀬嘉代子 編　（日本評論社）

言語の脳科学
酒井邦嘉　（中公新書）

手話の世界へ
オリバーサックス著　（晶文社）

言語を生みだす本能  上下巻
スティーブン・ピンカー著
椋田直子訳（NHK ブックス）

デフアート絵本「手話で生きたい」
乘冨秀人　著・画（生活書院）

バイリンガル教育の方法
１２歳までに親と教師ができること
中島和子著（アルク）

全国ろう児をもつ親の会　発行図書

ぼくたちのことばを奪わないで
（明石書店）

ろう教育の実態を明らかにしながら、ろう児の立場に立った教育と
はなにかを提案する。バイリンガル教育の世界的権威 ジム・カミンズ

（トロント大学教育大学院教授）の歴史的論文「声の否定」！中島和
子（名古屋外国語大学教授）訳による初日本語版収録。

ろう教育と言語権
～ろう児の人権救済申立の全容～

（明石書店）

ろう・難聴児をもつ親のバイブル的存在となり、ろう者には、自分の
言語についての認識を深める新たな一冊となるでしょう。ろう学校の
教員、専門家、手話学習者も必読。「ろう教育」に関する最新の論文、
情報を集めた貴重な一冊。

ようこそ　ろうの赤ちゃん
（三省堂）

“ 聞こえなくてもだいじょうぶ ” 目からウロコ、聞こえない子の楽し
い子育ての本。新生児聴覚スクリーニング検査で、要検査（リファー）
とか、ろう、難聴ですと言われた赤ちゃんへ。ろうの子どもと暮らす
家族が、心に残る日常生活をつづりました。

ろう教育が変わる！
～日弁連「意見書」と
バイリンガル教育への提言～

（明石書店）

2005 年 2 月に日弁連により出された「手話教育の充実を求める意見
書」を掲載するとともに、法律、教育、言語、歴史等の様々な方面
の専門家およびろう者自身の立場から、意見書の意義・問題点を分
析。手話と日本語のバイリンガルろう教育のあり方を探る。

バイリンガルでろう児は育つ
～日本手話プラス書記日本語で教育を！

（生活書院）

「ろう児が日本手話と日本語のバイリンガルになるのが現状では最良
の選択である」この共通認識の下、世界の言語学の権威が、手話言
語のおかれた危機的状況や、言語的少数者としてのろう者と二言語
教育の意義、手話言語学習が書記言語習得を阻害するのではなくむ
しろ相互に伸ばしあう関係にあること、など様々な視点で論じきる。
ろう児・ろう者の第一言語＝手話の権利と、バイリンガルろう教育の
方向を理論付ける必読の書。


