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■ 
多
文
化
共
生
社
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

外
国
人
だ
け
で
な
く 
日
本
人
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
も
高
め
る「
や
さ
し
い
日
本
語
」

庵 
功
雄　

一
橋
大
学 
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー 
教
授

　

私
は
日
本
語
の
文
法
を
研
究
し
た
り
、
留
学

生
に
日
本
語
を
教
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
私
が

「
や
さ
し
い
日
本
語
」に
強
い
関
心
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
大
阪
大
学
に
い
た
時
に
聞
い

た
講
演
で
し
た
。
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
が
、

十
分
な
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の

一
部
が
ア
ウ
ト
ロ
ー
の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
う

と
い
う
趣
旨
の
話
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
親

の
都
合
で
日
本
に
来
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
自
ら
望
ん
で
日
本
に
来
た
わ
け
で
は
な
い

の
に
、
教
育
と
い
う
生
活
の
基
盤
が
得
ら
れ
な

い
と
い
う
の
は
と
て
も
理
不
尽
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
し
た
。

日
本
人
と
外
国
人
が
対
等
な 

「
多
文
化
共
生
社
会
」

　

２
０
１
５
年
は
「
移
民
」
や
「
難
民
」
が
世

界
的
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
が
、
２
０
１

６
年
も
そ
の
影
響
は
続
い
て
い
ま
す
。

　

日
本
は
移
民
の
受
け
入
れ
を
認
め
て
い
ま
せ

ん
が
、
人
口
減
少
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中

で
、
移
民
の
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
で

す
。
移
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
労
働
力
を

確
保
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す

が
、
日
本
は
す
で
に
、
外
国
人
の
労
働
力
な
し

で
は
成
り
立
た
な
い
社
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

移
民
の
受
け
入
れ
を
選
択
す
る
場
合
に
、
そ

の
前
提
と
し
て
、
そ
の
人
が
日
本
社
会
の
中
に

そ
の
一
員
と
し
て
安
心
で
き
る
「
居
場
所
」
を

見 
出 
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の

い
だ

人
が
努
力
を
す
れ
ば
、
日
本
人
と
対
等
な
立
場

で
競
争
で
き
る
基
盤
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

　

昨
年
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
起
き
た
テ
ロ
事
件

の
背
景
の
一
つ
に
は
、
外
国
人
の
居
場
所
が
そ

の
社
会
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

移
民
の
受
け
入
れ
に
必
要
な
の
は
、
外
国
人

を
対
等
な
市
民
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で

す
。
多
文
化
共
生
社
会
と
は
、「
日
本
人
と
外

国
人
が
対
等
な
関
係
を
築
こ
う
と
し
な
が
ら
、

地
域
社
会
の
構
成
員
と
し
て
共
に
生
き
て
い
く

社
会
」
で
す
。
外
国
人
も
、
日
本
人
と
同
じ
よ

う
に
努
力
す
れ
ば
報
わ
れ
る
社
会
、
そ
れ
が
真

の
多
文
化
共
生
社
会
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

定
住
外
国
人
の
子
ど
も
の
問
題
は
、
多
文
化

共
生
社
会
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
す
。
子
ど

も
が
十
分
な
教
育
を
受
け
ら
れ
ず
に
成
長
し
、

低
賃
金
で
働
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
場
合
、
生
活
保
護
な
ど
が
増
え
る
こ
と
に
な

り
、
社
会
的
コ
ス
ト
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
生
活
保
護
な
ど
を
真
に
必

要
な
人
が
そ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
批
判
し
て
い

ふ
つ
う
の
日
本
語
よ
り
も
簡
単
で
、
外
国
人
に
も
分
か
り
や
す
い「
や
さ
し
い
日
本
語
」。
阪
神
・

淡
路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
外
国
人
へ
の
情
報
提
供
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
定

住
外
国
人
が
増
え
る
中
、
災
害
時
は
も
ち
ろ
ん
、
平
時
に
お
け
る
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
に
今
、

注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、『
や
さ
し
い
日
本
語 
― 
多
文
化
共
生
社
会
へ
』（
岩
波
新

書
）
の
著
者
で
、「
や
さ
し
い
日
本
語
」
研
究
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
、
一
橋
大
学
国

際
教
育
セ
ン
タ
ー
の
庵
功
雄
教
授
に
、「
や
さ
し
い
日
本
語
」の
可
能
性
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。
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語教育、日本語学。著書に、『新しい日本語学入
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「次の一手」』（くろしお出版）、『留学生と中学
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法制まで』（晃洋書房）、『「やさしい日本語」は
何を目指すか―多文化共生社会を実現するため
に』（共編著、ココ出版）、『日本語文法研究のフ
ロンティア』（共編著、くろしお出版）、『やさし
い日本語―多文化共生社会へ』（岩波新書）など。
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る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
重
要
な
点

で
す
の
で
、
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
）。
彼
ら
が
将
来
、
安
定
し
た
収
入
を
得

て
、
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
に
な
る
た
め
に
は
、

日
本
人
の
子
ど
も
た
ち
と
対
等
に
競
争
で
き
る

学
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
限
ら
れ
た
時
間
で
容
易
に
日
本
語

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
彼
ら
に
特
化
し

た
教
育
支
援
が
必
要
で
す
。
そ
の
際
に
役
立
つ

の
が
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
の
考
え
方
で
す
。

災
害
時
か
ら
出
発
し
た 

「
や
さ
し
い
日
本
語
」

　
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、

１
９
９
５
（
平
成
７
）
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
し
た
。
震
災
で
は
多
く
の
外
国
人
も
被
災
し

ま
し
た
が
、
日
本
語
も
英
語
も
不
自
由
な
外
国

人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が「
や
さ
し
い
日
本

語
」で
し
た
。
日
本
語
を「
や
さ
し
い
日
本
語
」に

置
き
換
え
て
情
報
提
供
し
た
と
こ
ろ
、
外
国
人

の
理
解
率
が
飛
躍
的
に
向
上
し
た
の
で
す
。

　

広
島
市
で
行
わ
れ
た
定
住
外
国
人
を
対
象
に

し
た
調
査
に
お
い
て
、
母
語
以
外
で
分
か
る
言

語
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、　

・
８
％
が
「
日
本
語
」

７０

と
答
え
た
の
に
対
し
、「
英
語
」
と
答
え
た
人

は
、
お
よ
そ
半
分
の　

・
８
％
で
し
た
。
多
く

３６

の
定
住
外
国
人
に
と
っ
て
英
語
は
得
意
な
言
語

で
は
な
く
、
外
国
人
へ
の
情
報
提
供
に
英
語
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

で
は
、
英
語
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
母
語

で
情
報
を
提
供
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま

す
が
、
例
え
ば
、
私
た
ち
研
究
グ
ル
ー
プ
が
協

働
事
業
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
横
浜
市
に
は
約

８
万
人
の
外
国
人
が
住
ん
で
い
て
、
約
１
５
０

の
国
や
地
域
か
ら
来
て
い
ま
す
。
市
で
は
６
言

語
で
情
報
提
供
し
て
い
ま
す
が
、
多
言
語
対
応

に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

「
や
さ
し
い
日
本
語
」の
実
践 

〜
平
時
に
お
け
る
情
報
提
供

　

こ
の
よ
う
に
、
災
害
時
に
役
立
つ
「
や
さ
し

い
日
本
語
」
で
す
が
、
生
活
の
大
部
分
を
占
め

る
平
時
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

外
国
人
が
日
本
に
定
住
す
る
場
合
、
必
ず
必

要
な
の
が
行
政
手
続
き
で
す
。
そ
の
際
、
自
治

体
な
ど
の
公
共
機
関
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報（
公

的
文
書
）
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
公
的
文
書
は
い
わ
ゆ
る
「
お
役
所

言
葉
」
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
日
本

人
に
と
っ
て
も
分
か
り
に
く
い
も
の
で
す
。
私

た
ち
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
横
浜
市
と
の
協
働

事
業
に
お
い
て
、
公
的
文
書
を
書
き
換
え
る
と

い
う
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

特
に
頻
度
や
重
要
度
が
高
く
、「
や
さ
し
い
日

本
語
」
に
書
き
換
え
る
の
が
適
当
と
判
断
し
た

も
の
を
、
市
役
所
の
職
員
、
私
た
ち
研
究
者
、

外
国
人
住
民
の
三
者
が
集
ま
り
、「
や
さ
し
い

日
本
語
」
と
し
て
の
「
定
訳
」
を
決
め
る
と
い

う
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て

構
築
を
目
指
し
て
い
る
の
が
「
公
的
文
書
書
き

換
え
支
援
シ
ス
テ
ム
」
で
す
。
公
的
文
書
を
作

成
す
る
職
員
が
利
用
す
る
も
の
で
、
分
か
り
に

く
い
表
現
を
使
用
す
る
と
警
告
（
ア
ラ
ー
ト
）

が
出
る
と
い
っ
た
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
公
共
放
送
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
、
人
に
や

さ
し
い
放
送
や
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
を
目
的

に
、
日
本
に
住
む
外
国
人
向
け
に
「
や
さ
し
い

日
本
語
」
で
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ 
Ｗ
Ｅ
Ｂ 
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｙ
」
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
こ
の
サ
イ
ト
で
は
、「
や
さ
し

い
日
本
語
」
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ス
を
読
ん
だ
り
、

そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
音
声
で
聞
い
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
サ
イ
ト
は
２
０
１
２
年
か

ら
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
初
期
の
立
ち
上
げ

の
際
に
、
私
た
ち
研
究
グ
ル
ー
プ
も
少
し
お
手

伝
い
を
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
住
む
国
の
こ
と
ば
と
し
て
日
本
語

を
学
び
た
い
と
考
え
て
い
る
外
国
人
も
多
く
い

ま
す
。
日
本
語
の
一
定
の
レ
ベ
ル
を
習
得
す
る

に
は
、
あ
る
程
度
の
期
間
が
必
要
で
す
。
し
か

し
、
親
の
都
合
で
来
日
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、

そ
の
日
本
語
を
習
得
し
つ
つ
、
学
校
の
教
科
を

学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私
た

ち
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
よ
り
簡
単
に
、
短
期

間
で
学
べ
る
た
め
の
文
法
の
整
備
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

日
本
語
を
話
す
の
に
す
べ
て
の
文
法
を
習
う

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
話
す
こ
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と
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、「
Ａ
は
Ｂ（
で
す
）。」

と
い
う
文
型
だ
け
で
も
か
な
り
の
内
容
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
単
語
も
最
初
か

ら
多
く
を
覚
え
る
必
要
は
な
く
、
自
動
翻
訳
機

器
を
使
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は
、

「
母
語
で
言
え
る
内
容
を
日
本
語
で
言
え
る
よ

う
に
な
る
」
こ
と
な
の
で
す
。

共
通
言
語
に
な
り
得
る
の
は 

「
や
さ
し
い
日
本
語
」

　

外
国
人
が
地
域
社
会
で
生
活
す
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
日
本
人
と
の
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
共

通
の
言
語
は
、
先
に
述
べ
た
理
由
か
ら
、
英
語

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
日
本
人
が
ふ
つ
う
に
使
っ
て
い
る
日

本
語
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
外
国
人
に
対
し
て

は
こ
れ
ま
で
、「
日
本
人
が
使
う
レ
ベ
ル
の
日

本
語
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
日
本
社
会
に

迎
え
入
れ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
考
え

方
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
外
国
人
を
こ
と

ば
だ
け
で
評
価
す
る
こ
う
し
た
考
え
方
は
不
適

切
で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
人
が
外
国
に
行
っ
て

同
じ
よ
う
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
こ

う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
地
域
社
会
の
共
通

言
語
に
な
り
得
る
・
・
の
は
「
や
さ
し
い
日
本
語
」

だ
け
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、「
や
さ
し
い
日
本
語
」は
自
然
に
は
生

ま
れ
て
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
地
域
社
会
の
住

民
が
共
通
言
語
が
必
要
だ
と
感
じ
、
そ
れ
を
作

り
出
す
た
め
に
、
外
国
人
が
理
解
で
き
る
日
本

語
に
自
分
の
日
本
語
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

自
ら
の
日
本
語
を
調
整
す
る
こ
と
に
対
し
、

「
な
ぜ
外
国
人
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
」
と
考
え
る
人
が
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

「
も
っ
た
い
な
い
」
考
え
方
で
す
。
む
し
ろ
、
日

本
人
に
と
っ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
が

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
な
の
で
す
。

「
や
さ
し
い
日
本
語
」は 

「
日
本
語
表
現
の
鏡
」

　

外
国
人
が
地
域
社
会
に
居
場
所
を
見
つ
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
日
本
人
が
自
ら
の
言

葉
を
調
整
し
、「
日
本
語
か
ら
日
本
語
へ
」
翻
訳

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
何
よ
り
大
切
な
の

は
、
相
手
に
合
わ
せ
て
自
分
の
日
本
語
を
調
整

す
る
と
い
う
意
識
で
す
。

　

日
本
語
母
語
話
者
（
日
本
人
）
と
非
母
語
話

者
（
外
国
人
）
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る

場
面
を
接
触
場
面
と
言
い
ま
す
。
接
触
場
面
の

経
験
が
豊
富
な
母
語
話
者
に
は
、「
文
を
短
く

す
る
な
ど
簡
潔
に
話
す
」「
終
わ
り
を
明
確
に
す

る
」「
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
そ
の
都
度
確
認

す
る
」「
あ
い
づ
ち
を
打
つ
」
な
ど
、
そ
の
や
り

取
り
の
中
に
、
非
母
語
話
者
が
よ
り
理
解
で
き

る
よ
う
な
工
夫
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
日
本

人
同
士
と
な
る
と
「
適
当
に
言
っ
て
も
通
じ
る

だ
ろ
う
」
と
い
う
甘
え
が
あ
る
た
め
、
こ
う
し

た
工
夫
や
努
力
は
見
ら
れ
に
く
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
に
向
け
て
、
正
確
に

情
報
を
伝
え
、
理
解
し
て
行
動
し
て
も
ら
う
に

は
、
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
日
本
語
を
調
整
し
、

相
手
に
通
じ
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
行
為
が
実
は
、「
自
分
の

言
い
た
い
こ
と
を
相
手
に
聞
い
て
も
ら
い
、
理

解
し
て
も
ら
う
」
と
い
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
を
鍛
え
る
訓
練
の
場
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。

　

日
本
人
に
と
っ
て
重
要
な
日
本
語
能
力
は
、

「
自
分
の
考
え
を
相
手
に
伝
え
て
理
解
し
て
も

ら
い
、
相
手
を
説
得
す
る
」
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
、
大
学
で
論
文
を
書
い
た
り
、
社
会
に
出
て

取
引
先
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
商
談
を

ま
と
め
た
り
、
地
域
に
お
い
て
自
治
会
へ
の
入

会
を
お
願
い
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
非
常
に
重

要
な
活
動
に
お
い
て
、
欠
か
せ
な
い
能
力
で

す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
訓
練
が
現
在
の
学
校

教
育
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
え

ば
、
必
ず
し
も
そ
う
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
近

年
、
大
学
が
初
年
次
で
こ
う
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
取
り
入
れ
た
り
、
企
業
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
の
あ
る
人
材
を
求
め
た
り
す
る
傾
向

が
強
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、「
自

分
の
考
え
を
適
切
に
相
手
に
伝
え
、
相
手
の
意

見
に
耳
を
傾
け
つ
つ
、
話
を
ま
と
め
て
い
く
」

力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

人
口
減
少
社
会
は
、
情
報
の
出
し
方
次
第
で

自
治
体
が
選
ば
れ
る
時
代
と
言
え
ま
す
。
い
く

ら
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
て
も
、
そ
れ

が
住
民
や
移
住
者
に
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
意
味
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
が
提
案
す
る
「
や
さ
し
い
日
本
語
」

に
は
、
こ
う
し
た
能
力
を
磨
く
こ
と
が
で
き
る

「
日
本
語
表
現
の
鏡
」と
し
て
の
側
面
が
あ
り
ま

す
。
日
本
語
母
語
話
者
が「
や
さ
し
い
日
本
語
」

を
実
践
す
る
こ
と
で
、「
地
域
社
会
に
お
け
る

共
通
言
語
」
と
し
て
の
「
や
さ
し
い
日
本
語
」

が
全
国
に
広
ま
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
多
く
の
方

に
、
多
く
の
地
域
で
実
践
し
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
談
）

移民やその子どもにとどまらず、障
害をもつ人、日本語を母語とする人
にとって「やさしい日本語」がもつ
意義とは。多文化共生社会実現のた
めに言語を通して貢献できる問題に
ついて、日本語学・日本語教育の立
場から考える。付録として、愛知県
豊橋市役所と研究グループとの協働
で作成した「〈やさしい日本語〉マ
ニュアル」を掲載。
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