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世界で話される英語─相互理解の指標に関する一考察─

１
．
は
じ
め
に

世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
日
本
人
も
「
国
際
共
通
語
」
と
さ
れ
て

い
る
英
語
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
久
し
い
。

２
０
２
０
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向

け
、
さ
ら
に
日
本
国
内
で
の
英
語
教
育
の
充
実
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
と
予

想
さ
れ
る
。
文
部
科
学
省
は
２
０
１
３
年
に｢

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た

英
語
教
育
改
革
実
施
計
画｣

を
発
表
し
、
小
・
中
・
高
等
学
校
に
お
け
る
英

語
教
育
を
抜
本
的
に
充
実
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
改
革
の
内
容
を
見
て
み
る

と
、
新
し
く
小
学
校
中
学
年
に
週
１
─
２
コ
マ
の｢

活
動
型｣

の
授
業
を
導

入
し
、
高
学
年
で
は
週
３
コ
マ
程
度
の｢

教
科
型｣

の
英
語
指
導
を
行
う
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
中
学
校
・
高
等
学
校
で
英
語
の
授
業
を
英
語
で

行
う
こ
と
が
基
本
に
な
る
と
い
う（

１
）。

こ
の
よ
う
な
改
革
に
よ
り
、｢

英
語
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
確
実
に
養
う｣

こ
と
が
出
来
る
と
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
改
革
案
に
疑
義
を
は
さ
む
人
は
少
な
く
な
い
。

様
々
な
角
度
か
ら
批
判
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
そ
の
全
て
を
挙
げ
る
こ
と
は

控
え
る
が
、
筆
者
が
最
も
深
刻
だ
と
思
う
の
は
、
鳥
飼
（
２
０
１
１
）
も
指

摘
す
る
よ
う
に｢

英
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力｣

が
何
を
指
す

か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
英
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と
、
英
語
で
流
暢
に
会
話
を
す
る
こ
と
だ
と
一
般
的
に

は
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
言
語
学
や
外
国
語
教
育
の
研
究
者
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
い
う
も
の
を
よ
り
厳
密
に
分
析
し
て
い
る
。
例

え
ば
、Canale and Sw

ain

（1980

）
やCanale

（1983

）
に
よ
る
と
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
文
法
的
能
力
、
談
話
的
能
力
、
社
会
言
語
学
的

能
力
、
方
略
的
能
力
か
ら
成
る
と
い
う
。
文
法
的
能
力
と
は
統
語
・
形
態
・

語
彙
・
音
声
な
ど
に
関
す
る
知
識
を
操
る
能
力
で
あ
る
。
談
話
的
能
力
は
複

数
の
文
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
意
味
の
あ
る
ま
と
ま
り
に
し
た
り
、
そ
の
意
味
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を
正
し
く
理
解
す
る
の
に
必
要
な
能
力
を
指
す
。
さ
ら
に
社
会
言
語
学
的
能

力
と
は
言
語
が
使
わ
れ
る
場
で
の
社
会
的
規
則
に
則
っ
て
適
切
に
言
語
を
使

用
す
る
た
め
の
能
力
で
あ
る
。
最
後
の
方
略
的
能
力
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
か
な
い
時
に
、
言
い
換
え
た
り
繰
り
返
し
た
り
聞
き
返

し
た
り
と
い
っ
た
様
々
な
手
段
を
用
い
て
問
題
を
解
決
す
る
能
力
で
あ
る
。

こ
れ
ら
４
つ
の
能
力
は
、
文
部
科
学
省
の
改
革
案
に
従
い
小
・
中
・
高
等
学

校
で
英
語
教
育
を
週
数
時
間
行
う
こ
と
で
す
べ
て
十
分
に
習
得
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
現
実
的
に
は
、
誤
解
を
生
ま
な
い
よ
う
に
英
語
で
意
思
伝
達
が
出

来
る
学
習
者
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
目
標
を
よ
り
限
定
し
具
体
的
に
設
定

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
日
本
人
が
英
語
を
使
っ
て
意
思
伝

達
を
行
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
知
識
、
能
力
を
優
先
的
に

身
に
つ
け
た
ら
よ
い
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

ま
ず
次
節
で
は
世
界
の
英
語
話
者
の
分
類
を
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴

を
簡
潔
に
示
す
。
第
３
節
で
は
、
英
語
で
意
思
伝
達
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

た
め
に
必
要
な
、「
相
手
に
理
解
さ
れ
る
英
語
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第

４
節
で
は
、「
国
際
共
通
語
」
と
し
て
の
英
語
を
用
い
て
日
常
生
活
を
送
っ

た
経
験
を
持
つ
日
本
人
を
対
象
に
、
理
解
さ
れ
る
英
語
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
示
す
。
最
後
に
、
日
本
の
英
語
教
育
で
優

先
的
に
教
え
る
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
。

２
．
世
界
で
話
さ
れ
て
い
る
英
語

世
界
中
で
英
語
が
話
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
英
語
の
特
徴
は
地
域
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
る
。K

achru

（1985

）
は
こ
の
地
域
を
内
円
圏
（Inner 

circle

）、
外
円
圏
（O

uter circle

）、
拡
張
圏
（Expanding circle

）
の

３
つ
に
分
類
し
た
。

Inner circle

Outer circle

Expanding cicle

図
１　

３
つ
の
円
で
表
す
世
界
の
英
語
の
分
類
（Crystal 2003

一
部
変
更
）
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内
円
圏
は
英
語
が
母
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
地
域
で
、
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
を
指
し
、
３
億
２
千
か
ら

８
千
の
話
者
が
い
る
。
外
円
圏
と
さ
れ
る
地
域
で
は
、
英
語
と
は
違
う
言
語

を
母
語
と
し
な
が
ら
も
英
語
が
第
二
言
語
、
あ
る
い
は
公
用
語
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
主
に
英
国
の
植
民
地
だ
っ
た
場
所
で
、
イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
な
ど
に
３
億
か
ら
５
億
人
の
話
者
が
あ
る
。
拡
張
圏
は
、
日
常
生
活

に
英
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
外
国
語
と
し
て
学
ば
れ
て
い
る

地
域
で
、
中
国
や
ロ
シ
ア
、
日
本
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
５
億
か
ら
10
億
の
話

者
が
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
界
で
英
語
は
母
語
話
者
よ
り

ず
っ
と
多
く
の
非
母
語
話
者
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

外
円
圏
と
拡
張
圏
で
使
わ
れ
て
い
る
非
母
語
話
者
の
英
語
は
、
音
声
的
な

特
徴
、
い
わ
ゆ
る
外
国
人
な
ま
り
だ
け
で
は
な
く
、
文
法
や
語
彙
な
ど
様
々

な
点
で
内
円
圏
で
使
わ
れ
る
母
語
話
者
の
英
語
と
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

外
円
圏
で
は
各
地
域
の
言
語
的
及
び
文
化
的
な
特
徴
な
ど
を
反
映
し
た
独
自

の
英
語
が
広
く
使
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
意
思
疎
通
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い

る
。
何
不
自
由
な
く
そ
の
地
域
特
有
の
英
語
を
使
い
こ
な
す
こ
れ
ら
の
人
々

の
中
に
は
自
身
を
英
語
母
語
話
者
だ
と
認
識
し
て
い
る
者
も
あ
り
、

K
achru

（2005

）
は
そ
の
考
え
方
に
賛
同
し
て
い
る
。

一
方
、
拡
張
圏
に
位
置
す
る
日
本
人
は
、
日
本
人
ど
う
し
で
英
語
を
話
す

必
要
は
通
常
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
外
円
圏
の
人
々
の
よ
う
に
独
自
の
、
し

か
し
系
統
だ
っ
た
英
語
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
日
本
人
が
英

語
を
使
う
時
は
、
日
本
人
以
外
の
人
々
と
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
よ
う
な
場
合
、
日
本
人
が
習
得
を
目
指
す

べ
き
国
際
共
通
語
と
し
て
の
英
語
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
次

節
で
は
、
一
般
的
に
言
わ
れ
る
「
通
じ
る
英
語
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
な
さ

れ
て
き
た
提
案
を
紹
介
す
る
。

３
．
理
解
し
て
も
ら
え
る
英
語
と
は
何
か

３
．
１　

理
解
度

本
項
で
は
一
般
的
に
よ
く
言
わ
れ
る
「
通
じ
る
英
語
」
を
「
国
際
的
に
理

解
し
て
も
ら
え
る
英
語
」
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
特
徴
を
探
る
。
理
解
し
て

も
ら
え
る
か
ど
う
か
を
表
す
用
語
はintelligibility, com

prehensibility, 

interpretability

な
ど
様
々
で
あ
り
、
研
究
者
の
間
で
使
用
す
る
用
語
や
そ

の
定
義
は
一
致
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、Sm

ith and N
elson

（1985

）
に

よ
る
と
、intelligibility

は
語
や
発
話
の
認
識
度
、com

prehensibility

は

語
や
発
話
の
命
題
的
意
味
の
理
解
度
に
な
る
。
そ
し
てinterpretability

は

話
者
の
意
図
、
つ
ま
りA

ustin

（1962

）
の
ス
ピ
ー
チ
ア
ク
ト
理
論
で
い
う

と
こ
ろ
の
発
語
内
行
為
に
つ
い
て
の
理
解
度
で
あ
る
。
し
か
しBrow

n 
（1985
）
は
、
上
記
のintelligibility

はidentification

、com
pre



45

【特集】東と西

hensibility

はunderstanding

と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、Jenkins

（2000

）

が
提
案
す
る
非
母
語
話
者
の
発
話
が
母
語
話
者
や
他
の
非
母
語
話
者
に
理
解

さ
れ
る
た
め
に
身
に
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
音
声
的
特
徴
と
、

Seidlhofer
（2004
）
が
示
す
母
語
話
者
の
英
語
の
規
範
か
ら
は
逸
脱
し
て

い
て
も
意
思
疎
通
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
文
法
規
則
を
扱
う
。
し
た
が
っ
て
、

Sm
ith and N

elson
（1985
）
の
分
類
に
よ
る
の
な
ら
ば
最
初
の
二
つ
、

intelligibility

とcom
prehensibility

に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し

今
後
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
理
解
度
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

３
．
２　

音
声
・
音
韻
的
特
徴
─Jenkins
（2000

）
の
提
案
─

Jenkins

（2000

）
は
、
異
な
る
母
語
を
持
つ
英
語
学
習
者
の
対
話
を
分

析
し
、
そ
の
対
話
に
み
ら
れ
た
音
声
・
音
韻
的
特
徴
の
う
ち
意
思
疎
通
に
支

障
を
き
た
す
も
の
と
き
た
さ
な
い
も
の
を
抽
出
し
た
。
そ
し
て
、
意
思
疎
通

の
た
め
に
不
可
欠
な
特
徴
を
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
・
コ
ア
（Lingua 

Franca Core

）
と
名
付
け
た
。
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
と
は
異
な
る
母
語
を

持
つ
人
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
に
用
い
る
共
通
語
の
こ
と
で

あ
る
。
英
語
は
最
大
の
話
者
を
持
つ
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
で
あ
り
、
リ
ン

ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
（English as a lingua franca: ELF

）
と
言
わ
れ

る
（Crystal 1997

）。

リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
・
コ
ア
は
次
の
５
つ
の
要
素
に
つ
い
て
提
案
さ
れ
て

い
る
。

１
．
子
音
の
音

大
半
は
厳
密
で
は
な
く
と
も
類
似
し
た
音
な
ら
ば
理
解
さ
れ
る
が
、/

θ/

、

/ð/

、/ł/

以
外
の
子
音
は
他
の
音
で
代
用
し
な
い
方
が
よ
い
。

２
．
音
声
的
特
徴

強
勢
の
置
か
れ
る
音
節
の
最
初
に
あ
る/p/

、/t/

、/k/

の
音
は
気
音
に
す

る（
２
）。

ま
た
、
子
音
が
硬
音
か
軟
音
か
に
よ
っ
て
先
行
す
る
母
音
の
長
さ
が
変

わ
る
規
則
も
守
る
べ
き
で
あ
る
。
英
語
で
は
無
声
子
音
が
硬
音
で
有
声
子
音

が
軟
音
で
あ
り
、
軟
音
に
先
行
す
る
母
音
の
ほ
う
が
長
く
な
る
。

３
．
子
音
連
結

語
頭
の
子
音
連
結
は
音
を
省
い
て
は
い
け
な
い
が
、
音
を
足
す
の
は
場
合
に

よ
っ
て
は
許
容
さ
れ
る
。
語
頭
以
外
の
子
音
連
結
に
関
し
て
は
、
省
略
し
て

も
理
解
度
に
影
響
し
な
い
こ
と
が
多
い
。

４
．
母
音

母
音
の
長
さ
を
正
確
に
発
音
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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５
．
語
に
与
え
る
強
勢

強
く
読
む
語
と
弱
く
読
む
語
の
区
別
を
明
確
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例

え
ば
、Y

O
U

 play tennis.

とY
ou play T

EN
N

IS.

（
大
文
字
は
強
く
読

む
こ
と
を
示
す
）
を
区
別
す
る
こ
と
で
話
し
手
の
意
図
は
正
確
に
伝
わ
る
よ

う
に
な
る
。

こ
れ
ら
五
点
に
つ
い
て
は
十
分
留
意
し
な
い
と
意
思
伝
達
が
う
ま
く
い
か
な

い
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
、Jenkins

は
一
語
を
超
え
た
単
位
で
生
じ
る
音
韻
的
特
徴
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
弱
形
と
強
形
の
区
別（

３
）を

し
な
く
て
も
理
解
度
に

影
響
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
機
能
語
や
重
要
で
な
い
語
に
弱
形
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
区
別
を
し
な
く
て
も
意
思
伝
達
を
妨
げ
る
こ

と
は
な
い
。
ま
た
、
語
の
連
結
の
仕
方
や
ピ
ッ
チ
、
リ
ズ
ム
が
母
語
話
者
の

も
の
か
ら
逸
脱
し
て
い
て
も
、
問
題
が
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
音
声
・
音
韻
的
規
則
の
う
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

妨
げ
に
な
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
低
い
も
の
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
来

の
発
音
指
導
は
、
個
々
の
音
を
正
確
に
発
音
す
る
指
導
と
合
わ
せ
て
文
単
位

の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
説
明
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
包
括
的
な
指

導
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
を
使
う
日

本
人
は
、
重
要
な
特
徴
に
的
を
絞
っ
て
確
実
に
身
に
つ
け
る
こ
と
で
効
果
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。

３
．
３　

文
法
規
則
─Seidlhofer

（2004

）
の
提
案
─

Seidlhofer

（2004

）
も
ま
た
、
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
に
見
ら
れ
る
、

母
語
話
者
の
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
表
現
が
必
ず
し
も
意
思
疎
通
を
妨
げ
る
と

は
限
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。Seidlhofer

は
母
語
の
異
な
る
人
々
の
多

様
な
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
の
発
話
を
記
録
し
、V

O
ICE

（V
ienna

O
xford International Corpus of English

）
と
い
う
コ
ー
パ
ス
を
構
築

し
て
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
に
示
す
文
法
・
形
態
・
語
法
な
ど

の
問
題
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
障
害
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

１
．
三
人
称
単
数
現
在
のs

が
落
ち
て
し
ま
う

２
．
関
係
代
名
詞 ‘w

ho ’ 

と
す
べ
き
と
こ
ろ
が ‘w

hich ’ 

に
な
る
、
ま
た
そ

の
逆
で
あ
る

３
．
定
冠
詞
・
不
定
冠
詞
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
な
い
、
ま
た
は
必
要
の
な

い
と
こ
ろ
に
あ
る

４
．
適
切
で
な
い
助
動
詞
を
用
い
た
付
加
疑
問
文

 

（
例
）
…, shouldn ’t they? 

と
す
べ
き
と
こ
ろ
がisn ’t it? 

やno? 

に

な
っ
て
い
る
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５
．
不
要
な
前
置
詞
の
使
用
（
例
）W

e have to study about 

…

６
．do, have, m

ake, put, take

と
い
っ
た
一
般
的
な
動
詞
を
過
度
に
使
用

す
る

７
．
不
定
詞
句
に
す
べ
き
と
こ
ろ
がthat

節
に
な
っ
て
い
る
（
例
）I w

ant 

that 

…

８
．
過
度
な
語
彙
の
使
用　
（
例
）black

の
か
わ
り
にblack color

通
常
、
教
師
が
時
間
を
か
け
て
熱
心
に
正
そ
う
と
す
る
間
違
い
が
、
実
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
大
き
な
問
題
に
な
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
問
題
に
な

る
部
分
の
指
導
に
時
間
を
割
い
た
方
が
良
い
と
提
案
し
て
い
る
。
よ
く
問
題

に
な
る
の
は
語
彙
の
知
識
で
あ
る
。
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
（
言
い
換
え
）
を
す
る

こ
と
で
わ
か
ら
な
い
語
彙
を
説
明
す
る
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
話
者
の

場
合
、
特
に
問
題
が
深
刻
に
な
る
。
ま
た
、
英
語
で
イ
デ
ィ
オ
ム
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
表
現
が
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
話
者
の
母
語
で
は
使
わ
れ
な

い
場
合
、
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
比
喩
的
な
表
現
や
イ
デ
ィ
オ
ム
、
句
動

詞
、
決
ま
り
文
句
（
例
え
ば ‘T

his drink is on the house. ’

）
等
に
つ
い

て
の
知
識
の
欠
如
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
は
大
い
に

あ
り
得
る
と
い
う
。

４
．
調
査

前
節
で
は
収
集
し
た
言
語
デ
ー
タ
を
分
析
し
て
意
思
疎
通
の
妨
げ
に
な
る

要
因
を
論
じ
た
研
究
を
二
つ
取
り
上
げ
た
。
本
節
で
は
、
日
常
的
に
リ
ン

ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
を
使
っ
た
経
験
の
あ
る
日
本
人
に
、「
理
解
し
て
も
ら

い
や
す
い
英
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
報

告
す
る
。

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
４
人
の
日
本
人
で
あ
る
。
全
員
１
年
以
上
の
英
語

圏
在
住
経
験
が
あ
り
、
う
ち
３
人
は
職
場
で
日
常
的
に
、
１
人
は
職
場
で
は

少
な
い
が
地
域
で
子
育
て
を
し
な
が
ら
日
々
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
を

使
っ
て
い
た
。
上
記
の
３
名
は
会
議
、
ビ
デ
オ
会
議
、
業
務
連
絡
、em

ail

、

電
話
で
英
語
を
使
っ
て
い
た
。
以
下
、
発
音
、
文
法
、
語
彙
の
誤
り
が
意
思

疎
通
に
支
障
を
き
た
す
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
の
回
答
を
順
に
見
て
い
く
。

回
答
は
付
録
１
、
質
問
紙
は
付
録
２
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
ず
発
音
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「（
５
）
母
語
話
者
の
よ
う
な
発
音
が
必

要
か
」「（
６
）
日
本
人
な
ま
り
は
理
解
さ
れ
な
い
か
」
と
い
う
問
い
対
し
て

は
全
員
が
否
定
し
た
。
つ
ま
り
全
員
が
母
語
話
者
の
よ
う
話
せ
な
い
こ
と
に

対
し
て
否
定
的
な
印
象
は
い
だ
い
て
い
な
い
と
い
え
る
。「
理
解
さ
れ
る
た

め
」
に
発
音
に
関
し
て
注
意
し
て
い
る
こ
と
は
、
１
名
が
「
個
々
の
音
」
と
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答
え
た
が
、
３
名
は
「
強
勢
」
を
あ
げ
た
。
こ
の
要
素
に
つ
い
て
は

Jenkins

（2000

）
は
コ
ア
に
あ
げ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
回
答
は
、
母
語

の
影
響
も
あ
り
語
内
の
強
勢
に
つ
い
て
日
本
人
が
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
。

次
に
文
法
の
誤
り
に
つ
い
て
見
る
。「（
８
）
文
法
の
誤
り
で
問
題
は
起
こ

る
か
と
思
う
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
２
名
が
起
こ
る
、
２
名
が
起
こ
ら
な

い
と
回
答
し
た
。
意
思
疎
通
に
支
障
を
き
た
す
間
違
い
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

の
は
、
仮
定
法
に
よ
る
丁
寧
表
現
や
助
動
詞
の
使
い
方
で
あ
る
。「could 

have, w
ould have

を
使
っ
た
表
現
が
遠
回
し
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
の
か
嫌

み
・
不
満
の
表
れ
な
の
か
読
み
切
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
と
、
思
わ

ぬ
衝
突
が
起
き
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
こ
れ
は
意
識
的
に
学
ば
な

い
と
い
け
な
い
領
域
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

語
彙
に
つ
い
て
も
同
様
の
質
問
を
し
た
。「（
10
）
語
彙
の
誤
り
で
問
題
が

起
こ
る
と
思
う
か
」
と
い
う
問
い
に
３
名
が
「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
わ
な

い
」
と
回
答
し
、
１
名
は
無
回
答
だ
っ
た
。
こ
の
１
名
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン

ト
は
「
語
彙
自
体
を
知
ら
な
い
と
意
思
疎
通
は
で
き
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
母

語
話
者
が
使
う
よ
う
な
適
切
な
語
彙
で
は
な
く
て
も
類
似
し
た
意
味
の
語
を

使
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
意
思
疎
通
は
で
き
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
。

こ
れ
は
、
こ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
がSeidlehofer

（2004

）
の
い
う
と
こ

ろ
の
「
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
」
を
す
る
技
術
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、「
語
彙
の
誤
り
は
あ
ま
り
問
題
で
は
な
い
」
と
答
え
た
３
名
は
、
わ

か
ら
な
い
語
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
質
問
し
て
確
認
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
た

め
、
大
き
な
問
題
に
発
展
し
た
こ
と
が
な
い
の
だ
と
報
告
し
て
い
た
。
多
く

の
語
彙
を
知
っ
て
い
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
外
国
語
を
使
っ
て
い
れ

ば
わ
か
ら
な
い
語
に
遭
遇
し
た
り
、
適
切
な
語
が
思
い
う
か
ば
な
い
と
い
う

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
語
彙
を
増
や
す
と
同
時
に
、
わ
か
ら
な
い

語
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
対
策
を
と
り
、
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
な
ど
の
方
略
を
用
い
て
自
分
の
意
思
を
伝
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
つ
こ

と
が
、
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
で
意
思
疎
通
を
し
て
い
く
う
え
で
大
切
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
を
媒
介
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
何
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
問
12
は
「
意
思
疎

通
に
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
」
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
不
明
点
を
残
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
ま
た
自
分
が
正
し

く
理
解
し
て
い
る
か
を
明
示
的
に
相
手
に
確
認
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
に
関
連
す
る
が
、
問
13
で
「
日
本
人
が
英
語
を
使
え
る
よ
う
に
す

る
に
は
ど
の
よ
う
な
努
力
を
す
べ
き
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
３
名
が
自
分

の
考
え
て
い
る
こ
と
を
効
果
的
に
伝
え
る
訓
練
を
す
る
べ
き
だ
と
答
え
た
。

う
ち
２
名
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
成
功
さ
せ
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る
た
め
に
、
英
語
の
論
理
構
成
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い

た
。
具
体
的
に
は
、
主
張
や
要
点
を
先
に
述
べ
、
そ
の
後
に
そ
れ
を
支
持
す

る
た
め
の
根
拠
を
示
し
、
最
後
に
も
う
一
度
結
論
と
し
て
主
張
を
述
べ
る
、

と
い
っ
た
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。
日
本
人
以
外
の
人
が
い
る
場
で
は
、
日
本

語
特
有
の
文
章
展
開
は
封
印
し
、
自
分
の
主
張
が
よ
り
伝
わ
り
や
す
い
方
法

を
と
る
の
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
も
、
意
識
し
て
英
語
教
育
に
取
り
入

れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
．
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
日
本
人
が
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
を
使
っ
て
国
際
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
際
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
英
語
が
相
手
に

理
解
さ
れ
や
す
く
好
ま
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
。Jenkins 

（2000

）
は
理
解
さ
れ
る
英
語
の
指
標
と
な
る
音
声
・
音
韻
的
特
徴
を
明
確

に
示
し
、
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
・
コ
ア
に
注
目
す
べ
き
だ
と
し
た
。
ま
た

Seidlhofer

（2004

）
は
必
ず
し
も
意
思
疎
通
を
妨
げ
な
い
文
法
・
形
態
・

語
法
な
ど
の
誤
り
を
あ
げ
、
英
語
学
習
者
が
優
先
的
に
身
に
つ
け
る
べ
き
知

識
の
再
確
認
を
促
し
た
。
さ
ら
に
、
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
を
日
常
的
に

使
用
し
て
い
る
日
本
人
を
対
象
に
、
理
解
さ
れ
や
す
い
英
語
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
と
感
じ
て
い
る
か
調
査
し
た
。
多
く
の
日
本
人
が/l/

と/r/

の
音
を

正
し
く
発
音
で
き
な
い
こ
と
を
題
材
に
、
日
本
人
な
ま
り
の
英
語
は
今
ま
で

よ
く
揶
揄
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際
に
英
語
を
使
っ
て
い
る
日
本
人
は
、

そ
れ
ほ
ど
日
本
人
な
ま
り
に
対
し
て
否
定
的
な
感
覚
を
持
っ
て
い
な
い
と
い

う
結
果
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
業
務
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
、
正
確

な
意
思
伝
達
と
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
達
成
す
る
こ
と
を
最
も
重

視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
英
語
の
論
理
構
成
に

従
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
能
力
の
必
要

性
を
指
摘
し
て
い
た
の
が
興
味
深
い
。
今
後
の
英
語
教
育
に
優
先
的
に
取
り

入
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

音
声
・
音
韻
や
文
法
・
形
態
・
語
法
と
い
っ
た
角
度
か
ら
「
理
解
さ
れ
や

す
い
英
語
」
が
何
か
を
と
ら
え
、
優
先
的
に
学
ぶ
べ
き
項
目
が
明
確
化
で
き

れ
ば
、
英
語
学
習
の
効
率
が
上
が
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だSeidlhofer 

（2004

）
は
、
意
思
伝
達
を
妨
げ
か
ね
な
い
文
法
、
形
態
、
語
法
の
誤
り
に

つ
い
て
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
な
か
っ
た
。Jenkins

（2000

）
が
行
っ
た

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
領
域
に
関
し
て
も
優
先
的
に
学
ぶ
べ
き
項
目
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
有
益
だ
ろ
う
。

今
回
行
っ
た
調
査
を
振
り
返
る
と
、
言
語
デ
ー
タ
の
分
析
で
な
い
こ
と
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
言
語
学
的
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

意
思
疎
通
を
妨
げ
る
可
能
性
の
あ
る
音
声
的
特
徴
や
文
法
項
目
に
つ
い
て
正

確
な
回
答
が
得
ら
れ
に
く
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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英
語
が
第
二
言
語
、
あ
る
い
は
公
用
語
で
な
い
日
本
で
あ
っ
て
も
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
た
社
会
で
は
い
つ
英
語
を
使
う
必
要
に
迫
ら
れ
る
か
わ
か
ら

な
い
。
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
英
語
の
話
者
と
し
て
自
立
し
て
国
際
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
え
る
人
材
を
育
て
る
た
め
、
英
語
教
員
は
今
後
も

効
率
的
な
教
育
方
法
を
模
索
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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註（
１
）　

高
等
学
校
に
お
い
て
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
も
英
語
で
授
業
を
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

（
２
）　

気
音
と
は
強
い
呼
気
の
放
出
を
伴
う
音
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
強
く
息
を
吐
き
な

が
ら
「
パ
」
と
い
う
と
、「
パ
ハ
ァ
」
と
「
パ
」
の
後
に
息
が
続
く
状
態
に
な
る
。

（
３
）　

例
え
ば ‘W

hat did you do that for? ’ 

のfor

を/fɔ:(r)/

と
強
形
に
し
て
も/fə/

と
弱

形
に
し
て
も
意
思
疎
通
に
影
響
が
な
い
。
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【特集】東と西

付
録

１
　

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
A

B
C

D
１

頻
度

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

２
対

象
母

語
話

者
、

非
母

語
話

者
､

日
本

人
母

語
話

者
、

非
母

語
話

者
、

日
本

人
、

英
語

母
語

話
者

英
語

母
語

話
者

、
日

本
人

３
場

面
電

話
会

議
、

em
ail、

社
内

会
議

業
務

連
絡

、
会

議
、

em
ail、

電
話

会
議

、
ビ

デ
オ

会
議

、
電

話
、

em
ail

診
察

、
保

育
者

と
対

話
、

英
語

学
校

の
生

徒
４

母
語

話
者

の
英

語
を

身
に

つ
け

る
べ

き
か

思
う

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
う

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
う

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
う

５
母

語
話

者
の

よ
う

な
発

音
が

必
要

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
わ

な
い

思
わ

な
い

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
わ

な
い

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
わ

な
い

６
日

本
語

な
ま

り
は

理
解

さ
れ

な
い

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
わ

な
い

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
わ

な
い

思
わ

な
い

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
わ

な
い

７
発

音
で

注
意

す
べ

き
事

個
々

の
音

の
正

確
さ

語
の

中
の

強
勢

語
の

中
の

強
勢

、
イ

ン
ト

ネ
ー

シ
ョ

ン
語

の
中

の
強

勢
、

イ
ン

ト
ネ

ー
シ

ョ
ン

８
文

法
の

誤
り

で
問

題
は

起
こ

る
か

思
わ

な
い

思
う

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
う

ど
ち

ら
か

と
い

う
と

思
わ

な
い

９
ど

の
よ

う
な

文
法

の
誤

り
が

問
題

か
時

制
、

仮
定

法
に

よ
る

丁
寧

表
現

can/can’t、
助

動
詞

（
could/

w
ould have）

10語
彙

の
誤

り
で

問
題

は
起

こ
る

か
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
思

わ
な

い
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
思

わ
な

い
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
思

わ
な

い
11ど

の
よ

う
な

語
彙

の
誤

り
が

問
題

か
I w

ould say
12意

思
疎

通
の

た
め

に
注

意
し

て
い

る
こ

と
理

解
を

確
認

す
る

た
め

に
質

問
す

る
､

口
頭

と
メ

ー
ル

を
使

い
分

け
る

言
い

た
い

こ
と

を
あ

ら
か

じ
め

考
え

て
お

く
、

自
分

の
理

解
を

確
認

す
る

、
電

話
で

な
く

直
接

話
す

不
明

な
こ

と
は

確
認

す
る

、
英

語
の

論
理

構
成

西
が

っ
た

プ
レ

ゼ
ン

や
文

書
、

抑
揚

を
つ

け
る

あ
い

ま
い

に
し

な
い

13日
本

人
が

勉
強

す
べ

き
こ

と
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

、
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
、

論
理

的
に

説
明

す
る

能
力

、
日

本
の

歴
史

・
文

化

英
語

を
使

う
環

境
に

身
を

置
く

効
果

的
な

プ
レ

ゼ
ン

、
ス

ピ
ー

チ
自

分
の

意
見

を
は

っ
き

り
述

べ
る
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世界で話される英語─相互理解の指標に関する一考察─

付
録
２　

質
問
紙

選
択
肢
が
あ
る
場
合
、
特
に
指
示
が
な
け
れ
ば
最
も
該
当
す
る
も
の
を
１
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い

（
余
白
に
記
号
を
書
く
か
、
網
掛
け
や
マ
ー
カ
ー
な
ど
で
わ
か
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

結
構
で
す
）。
選
択
肢
の
後
に
（        

）
が
あ
る
場
合
は
、
詳
細
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
選

択
肢
が
な
い
場
合
は
、
自
由
に
記
述
し
て
く
だ
さ
い
。

１ 

ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
仕
事
で
英
語
を
使
っ
て
い
ま
す
か
。
あ
る
い
は
使
っ
て
い
ま
し
た
か
。

２ 

英
語
で
話
す
相
手
は
ど
の
よ
う
な
言
語
的
背
景
を
も
つ
人
で
す
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
全

て
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

a. 

英
語
母
語
話
者
（
欧
米
）　

b. 
英
語
母
語
話
者
（
非
欧
米
）

c. 

母
語
話
者
で
は
な
い
が
母
語
な
み
に
英
語
を
使
い
こ
な
す
人
（
日
本
人
以
外
）

d. 

日
本
人　

e. 

そ
の
他
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

３ 

英
語
を
使
う
の
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
す
か
。（
例
：
英
語
が
主
に
使
わ
れ
る
会
議
を
す

る
、
英
語
で
議
事
録
を
書
く
、
同
僚
と
日
常
の
業
務
連
絡
を
英
語
で
行
う
、
電
話
で
英
語
を
話

す
、em

ail

の
や
り
取
り
を
英
語
で
す
る
な
ど
）

４ 

英
語
学
習
者
は
、
英
語
母
語
話
者
の
英
語
を
習
得
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
か
。

（
選
択
肢
）

a. 

思
わ
な
い　

b. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
わ
な
い　

c. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
う　

d. 

思
う

５ 

英
語
母
語
話
者
の
よ
う
な
発
音
を
身
に
つ
け
な
い
と
、
英
語
で
の
意
思
疎
通
は
難
し
い
と

思
い
ま
す
か
。

（
選
択
肢
）

a. 

思
わ
な
い　

b. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
わ
な
い　

c. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
う　

d. 
思
う

６ 

い
わ
ゆ
る
日
本
語
な
ま
り
の
英
語
は
、
日
本
人
以
外
の
英
語
話
者
に
は
理
解
し
て
も
ら
え

な
い
と
思
い
ま
す
か
。

（
選
択
肢
）

a. 

思
わ
な
い　

b. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
わ
な
い　

c. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
う　

d. 

思
う

７ 

英
語
で
意
思
疎
通
を
行
う
た
め
に
、
発
音
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
何
だ
と
思
い
ま

す
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
を
全
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

（
選
択
肢
）

a. 

個
々
の
音
の
正
確
さ　

b. 

語
の
中
で
強
く
読
む
音
（
ス
ト
レ
ス
、
強
勢
） 

c. 

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン（
文
末
の
上
げ
下
げ
な
ど
）　

d. 

そ
の
他（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

８ 

文
法
の
間
違
い
に
よ
っ
て
、
英
語
で
の
意
思
疎
通
に
問
題
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
か
。

（
選
択
肢
）

a. 

思
わ
な
い 

b. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
わ
な
い
c. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
う 

d. 

思
う

９ 

問
８
で
c
あ
る
い
は
d
と
答
え
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
間
違
い
が
意
思
疎
通
に
問
題
を
生

じ
さ
せ
る
と
思
い
ま
す
か
。
当
て
は
ま
る
も
の
全
て
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

（
選
択
肢
）

a. 

語
順　

b. 

時
制
の
間
違
い　

c. 

複
数
形s

や
３
単
現
在s

な
ど
の
規
則
の
間
違
い

d. 

そ
の
他 （　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

10 

語
彙
の
間
違
い
に
よ
っ
て
、
英
語
で
の
意
思
疎
通
に
問
題
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
か
。

（
選
択
肢
）

a. 

思
わ
な
い　

b. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
わ
な
い　

c. 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
思
う　

d. 

思

う11 

問
10
で
c
あ
る
い
は
d
と
答
え
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
間
違
い
が
意
思
疎
通
に
問
題
を
生

じ
さ
せ
る
と
思
い
ま
す
か
。
例
が
あ
れ
ば
書
い
て
く
だ
さ
い
。

12 

日
本
人
以
外
の
人
と
英
語
で
や
り
取
り
を
す
る
と
き
、
意
思
疎
通
に
問
題
が
起
こ
ら
な
い

よ
う
に
特
に
注
意
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

13 

将
来
仕
事
で
英
語
を
使
お
う
と
考
え
て
い
る
人
は
、
ど
の
よ
う
な
勉
強
、
努
力
を
す
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
か
。


