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１　
「
移
民
」政
策
の
転
換
と
日
本
語
教
育

　

昨
年
末
の
出
入
国
管
理
法
（
以
下
、
入
管
法
）

の
改
正
は
、
単
純
労
働
を
来
日
目
的
と
す
る
外

国
人
の
受
け
入
れ
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
こ
れ

ま
で
の
日
本
政
府
の
外
国
人
受
け
入
れ
政
策
を

大
き
く
転
換
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
が
正
式

に
「
移
民
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
な
く
て
も
、

事
実
上
、
移
民
受
け
入
れ
の
方
向
に
大
き
く
舵

を
切
っ
た
も
の
と
見
な
せ
る
。
こ
の
制
度
変
更

に
と
も
な
い
、
就
労
目
的
で
来
日
す
る
外
国
人

の
数
が
急
増
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
う

し
た
際
に
問
題
に
な
る
こ
と
の
一
つ
が
日
本
語

教
育
で
あ
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
こ
う
し
た
政

策
の
転
換
と
日
本
語
教
育
の
関
連
に
つ
い
て
論

じ
る
が
、
日
本
語
教
育
の
問
題
は
、
決
し
て
狭

義
の
こ
と
ば
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
の

日
本
社
会
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
し
て
い
こ
う

と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
不
可
分
の
問
題
で

あ
る
こ
と
を
中
心
に
考
え
て
い
き
た
い
。

２　
「
日
本
語
教
育
」を
論
じ
る
前
に

　

こ
の
小
論
で
は
日
本
語
教
育
の
必
要
性
に
つ

い
て
論
じ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
前
提
と
し

て
共
有
し
て
お
く
べ
き
認
識
に
つ
い
て
述
べ
る
。

日
本
は
既
に「
移
民
国
家
」で
あ
る

　

第
一
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
今
回

の
入
管
法
の
改
正
の
前
か
ら
日
本
は
既
に
実
質

的
に
「
移
民
国
家
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
在
の
日
本
社

会
は
既
に
外
国
人
抜
き
で
は
運
営
で
き
な
い
状

態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

都
市
部
で
言
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
や
外
食
チ
ェ
ー
ン
店
で
外
国
人
の
店
員

に
接
す
る
機
会
は
以
前
に
比
べ
て
格
段
に
増

え
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
の
第
１
次
産

業
や
製
造
業
で
も
外
国
人
へ
の
依
存
度
が
高

ま
っ
て
い
る
（「
外
国
人
依
存
度
、
業
種
・
都

道
府
県
ラ
ン
キ
ン
グ
」
日
本
経
済
新
聞
電
子
版

２
０
１
９
・
３
・
18
）。

　

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
は
こ
う
し

※

マ
ー
ク
を
文
末
に
つ
け
る
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た
「
単
純
労
働
」
に
外
国
人
が
従
事
す
る
こ
と

は
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
よ
う
に
高
い
依
存
度
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、「
外

国
人
技
能
実
習
制
度
」
の
悪
用
、「
留
学
」
を

隠
れ
蓑
に
し
た
「
出
か
せ
ぎ
留
学
生
」
の
存
在

な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
形
で
働
い
て
い
る

外
国
人
が
劣
悪
な
環
境
で
働
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
の
報
道
も
多
い
（
一
例
と
し

て
、「
ア
ン
グ
ル
：
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ

拡
大
、『
問
題
置
き
去
り
』
の
声
も
」
ロ
イ
タ
ー

２
０
１
９
・
３
・
19
）。

30
年
後
の
日
本
を
ど
う
す
る
の
か

　

日
本
語
教
育
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
も
う

一
つ
認
識
を
共
有
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本

を
ど
の
よ
う
な
社
会
に
し
よ
う
と
考
え
る
か
と

い
う
点
で
あ
る
。

　

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の

将
来
推
計
（
２
０
１
７
年
推
計
）
に
よ
る
と
、

２
０
５
０
年
に
は
日
本
の
人
口
は
２
０
２
０
年

に
比
べ
て
約
２
７
０
０
万
人
減
少
す
る
と
さ
れ

て
い
る
（
出
生
中
位
・
死
亡
中
位
推
計
）。
し

か
も
、
人
口
全
体
が
ど
の
年
齢
層
も
同
じ
よ
う

に
減
少
す
る
の
で
は
な
く
、
高
齢
者
の
人
口
は

ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
減
少
す
る
の
は
生
産
年

齢
人
口
（
15
～
64
歳
）
と
そ
れ
以
下
の
子
ど
も

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
人
口
が
大
き
く
減
少

す
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
30
年

後
の
日
本
の
国
家
像
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考

え
る
の
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
日
本
語
教

育
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
、
こ
の
点
に
つ
い

て
の
日
本
社
会
全
体
の
「
立
ち
位
置
」
を
決
め

る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
を
「
日
本

人
の
み
」
で
構
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
、

「
日
本
人
＋
外
国
人
」
で
作
っ
て
い
こ
う
と
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（「
日
本
人
」「
外

国
人
」
と
も
便
宜
的
な
呼
称
で
あ
る
。
例
え
ば
、

国
籍
で
「
日
本
人
／
外
国
人
」
が
分
け
ら
れ
る

と
し
て
も
、「
日
本
人
」
で
も
母
語
は
日
本
語
で

は
な
い
人
、
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
の
人
な
ど
も

お
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
は
一
様

で
は
な
い
）。

　

こ
の
う
ち
、
前
者
の
方
向
は
事
実
上
困
難
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
見
た
よ

う
に
、
現
在
に
お
い
て
す
ら
、
外
国
人
の
労
働

力
を
抜
き
に
し
て
、
日
本
社
会
は
成
り
立
た
な

く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
論

理
的
に
は
、
現
在
の
生
活
水
準
を
（
大
き
く
）

落
と
し
て
で
も
、
日
本
人
だ
け
で
や
っ
て
い
け

る
水
準
で
こ
れ
か
ら
は
や
っ
て
い
く
べ
き
だ
と

い
う
考
え
方
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
、「
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
」
に
よ
る
「
好
況
」
が
現
政
権
の
支

持
率
維
持
の
最
大
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
社
会
全
体
が
そ
う
し
た

あ
る
種
の
「
覚
悟
」
を
持
つ
方
向
に
進
む
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
後
者
の

「
日
本
人
＋
外
国
人
」
で
日
本
社
会
を
作
っ
て

い
く
と
い
う
選
択
肢
を
と
る
し
か
な
い
と
言
え

る
。
今
回
の
入
管
法
の
改
正
も
こ
の
方
向
性
の

延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
選
択
肢
を
と
る
場
合
で
も

「
外
国
人
」
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
位
置
づ
け

る
か
で
、
30
年
後
の
日
本
社
会
の
像
は
大
き
く

異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
を
日
本

人
が
や
り
た
が
ら
な
い
仕
事
を
や
っ
て
く
れ
る

（
や
ら
せ
る
）人
と
位
置
づ
け
る
の
か
、
外
国
人

を
と
も
に
日
本
社
会
を
構
成
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

今
回
の
政
府
の
政
策
転
換
も
、
日
本
社
会
の

現
状
も
、
と
も
に
前
者
、
つ
ま
り
、
外
国
人
を

日
本
社
会
の
中
に
日
本
人
と
同
等
の
市
民
と
し

て
受
け
入
れ
ず
（
こ
の
政
策
転
換
を
「
移
民
受

け
入
れ
」
で
は
な
い
と
主
張
し
続
け
る
政
府
の

言
明
に
こ
の
こ
と
は
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
）、

便
利
に
使
い
倒
そ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
え
て
い

る
。
し
か
し
、
筆
者
は
次
の
理
由
で
こ
の
立
場
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を
採
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

第
一
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
受
け
入
れ
の
あ

り
方
が
外
国
人
の
人
権
を
危
う
く
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
今
の
日
本
社

会
は
既
に
外
国
人
抜
き
で
は
成
り
立
た
な
く

な
っ
て
い
る
が
、
建
前
上
、
単
純
労
働
を
目
的

と
し
た
来
日
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
背
景

に
は
「
外
国
人
技
能
実
習
制
度
」
の
悪
用
が
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
人
権
が
脅
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
連
な
ど
か

ら
も
日
本
政
府
に
対
し
て
是
正
勧
告
が
出
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
、「
留
学
生
」
が

単
純
労
働
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
「
バ
ッ
ク
ド

ア
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
目
立
っ
て

き
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
の
人
権
を
守
る
と
い

う
視
点
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
そ

れ
に
加
え
て
、
次
の
点
に
お
い
て
、
上
記
の

受
け
入
れ
の
仕
方
に
反
対
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
う
し
た
受
け
入
れ
の
仕
方
で
は
、
日
本

の
人
口
減
少
は
実
質
的
に
は
改
善
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
形
で
、
単
純
労

働
の
担
い
手
と
し
て
の
み
受
け
入
れ
る
と
し
た

場
合
、
そ
の
外
国
人
は
低
賃
金
で
働
く
だ
け
と

な
り
、
単
純
に
人
口
と
し
て
は
多
く
な
っ
た
と

し
て
も
、「
タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
」
と
し
て
は
存

在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
日
本
の
人

口
減
少
で
真
に
問
題
な
の
は
、「
タ
ッ
ク
ス
ペ

イ
ヤ
ー
」
の
中
心
で
あ
る
生
産
年
齢
人
口
が
減

少
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
影
響
が
顕

著
に
表
れ
る
の
は
現
在
日
本
政
府
が
抱
え
て
い

る
巨
額
の
借
金
で
あ
る
。
１
０
０
０
兆
円
を
超

え
て
さ
ら
に
増
え
続
け
て
い
る
国
の
借
金
を
減

ら
し
て
い
く
に
は
、
支
出
を
減
ら
す
と
同
時
に
、

タ
ッ
ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
が
、

日
本
人
の
生
産
年
齢
人
口
が
減
る
と
い
う
こ
と

は
、
他
か
ら
増
や
さ
な
い
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
タ
ッ
ク
ス
ペ

イ
ヤ
ー
が
減
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
は
日
本
の
税
収
が
減
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
、
日
本
国
民
１
人
あ
た
り
の
負
担
が
さ
ら
に

増
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
負
担
が
増
す
と
い

う
の
は
、
単
に
計
算
上
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
。

借
金
の
利
子
が
増
え
る
こ
と
で
、
国
や
地
方
自

治
体
の
予
算
と
し
て
実
際
に
使
え
る
額
が
減
り
、

様
々
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
低
下
す
る
こ
と

も
負
担
の
増
加
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
）。

　

こ
う
し
た
外
国
人
の
「
使
い
捨
て
政
策
」
の

問
題
点
を
も
う
１
点
指
摘
す
る
。

　

現
在
、
町
工
場
な
ど
が
後
継
者
不
足
の
た

め
に
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え

て
い
る
（「『
も
う
や
め
る
し
か
…
』
中
小
企

業
の
後
継
者
不
足
が
深
刻
化　

大
廃
業
時
代

に
挑
む
も
の
づ
く
り
の
町
」
産
経
デ
ジ
タ
ル

２
０
１
８
・
７
・
31
）。
こ
う
し
た
場
合
、
外
国

人
を
雇
用
し
た
と
し
て
も
、
後
述
の
「
特
定
技

能
１
号
」
の
よ
う
に
５
年
で
帰
国
と
い
う
こ
と

で
は
技
術
の
継
承
が
で
き
な
い
た
め
、
実
質
的

な
人
手
不
足
の
解
消
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
形
で
町

工
場
が
廃
業
し
て
い
く
こ
と
は
、
も
の
づ
く
り

と
い
う
日
本
経
済
の
根
幹
を
揺
る
が
す
問
題
に

つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

以
上
か
ら
、
外
国
人
を
単
な
る
労
働
力
と
し

て
使
い
捨
て
る
と
い
う
政
策
は
、
人
道
主
義
的

観
点
と
い
う
以
前
に
、
現
実
主
義
的
（
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ッ
ク
）
な
観
点
か
ら
も
採
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
意
見
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
30
年
後
の
日
本
社
会

を
「
日
本
人
＋
外
国
人
」
で
作
っ
て
い
く
こ
と
、

そ
の
際
、
外
国
人
を
日
本
人
と
対
等
な
存
在
と

し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
先
ほ
ど
は
タ
ッ

ク
ス
ペ
イ
ヤ
ー
が
増
え
る
と
い
う
現
実
主
義
的

な
側
面
を
強
調
し
た
が
、
こ
う
し
た
社
会
を
目

指
す
べ
き
理
由
は
他
に
も
あ
る
。

　

例
え
ば
、
外
国
人
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
人
た
ち
の
母
国
と
日
本
と
の
関
係
が
密
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
企
業
か
ら

見
れ
ば
、
そ
こ
に
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
地
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方
か
ら
見
れ
ば
、
外
国
人
を
通
し
て
直
接
海
外

と
つ
な
が
る
こ
と
で
、
新
た
な
雇
用
が
生
み
出

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
現
状
続
い
て
い
る
東
京
を

中
心
と
す
る
大
都
市
へ
の
人
口
流
出
を
止
め
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
、「
限
界
都
市
」
を
救
う
切

り
札
に
な
る
可
能
性
も
高
ま
る
。

　

文
化
的
に
も
、
様
々
な
文
化
的
背
景
を
持
っ

た
人
た
ち
が
日
本
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
こ

と
で
、
日
本
文
化
と
そ
れ
ら
の
人
々
の
文
化
が

融
合
し
た「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
な
文
化
が
生
ま

れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
例
え
ば
、
大
相
撲

が
も
し「
外
国
人
力
士
」
を
認
め
て
い
な
か
っ

た
ら
、
お
そ
ら
く
興
行
的
に
は
縮
小
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
柔
道
や
空
手
が

国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
に
な
っ
た
の
も
こ
れ
ら
を

「
日
本
人
」だ
け
の
も
の
と
考
え
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
と
言
え
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
現
在
の

日
本
が
経
験
し
て
い
る「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
な

文
化
の
一
例
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
日
本
語
教
育
」の
前
に
必
要
な
こ
と

　

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

　

第
一
に
、
外
国
人
の
受
け
入
れ
は
不
可
避
で

あ
る
。
第
二
に
、
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
外
国

人
を
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
を
と
も
に
作
っ
て

い
く
存
在
と
し
て
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
の
認
識
を
欠
い
た
ま
ま
で
「
日
本
語
教

育
の
必
要
性
」
を
論
じ
て
も
実
質
的
な
意
味
を

持
ち
得
な
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
り
、

以
下
で
は
こ
の
認
識
に
基
づ
い
て
論
を
進
め
る
。

３　
〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉と
い
う
取
り
組
み

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
外
国
人
（
移
民
）
を

と
も
に
日
本
社
会
を
作
る
存
在
と
し
て
受
け
入

れ
る
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
た
場
合
、
日
本

語
教
育
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
を

考
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
筆
者
が
近
年
取

り
組
ん
で
い
る
〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉
の
取
り

組
み
を
紹
介
す
る
（〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉
に
つ

い
て
詳
し
く
は
76
㌻
参
考
文
献
：
庵
２
０
１
６
、

庵
ほ
か
編
２
０
１
９
参
照
）。

　

外
国
人
（
移
民
）
を
受
け
入
れ
る
際
、
こ
と

ば
に
限
定
し
て
も
様
々
な
問
題
が
生
じ
る
。〈
や

さ
し
い
日
本
語
〉
は
そ
う
し
た
問
題
に
総
合
的

に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ

の
中
で
、
外
国
人
（
移
民
）
に
対
す
る
情
報
提

供
と
地
域
社
会
の
共
通
言
語
と
い
う
観
点
に

絞
っ
て
述
べ
る
。

　

外
国
人
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は
地
域
社
会

で
外
国
人
が
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
共
通
言
語
が

必
要
で
あ
る
。
過
去
の
調
査
か
ら
英
語
は
共
通

言
語
に
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
（
岩
田
２
０
１
０
）。
ま
た
、
日
本
語
母
語

話
者
が
自
ら
調
整
を
加
え
な
い
日
本
語
も
同
様

に
不
適
切
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
こ

う
し
た
想
定
を
す
る
と
、
急
増
す
る
外
国
人

（
移
民
）
の
大
部
分
は
、
少
な
く
と
も
来
日
当

初
、
地
域
の
日
本
語
母
語
話
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
持
て
な
く
な
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
共
通
言
語
に
な
り
得
る

0

0

0

0

の

は
、
日
本
語
母
語
話
者
が
調
整
を
加
え
た
日
本

語
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
あ
く
ま
で
「
な
り
得

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
放
っ
て
お
け
ば
自

然
に
共
通
言
語
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
）。こ
う
し
た
日
本
語
を〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉

と
呼
ぶ
。

　
〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉
は
簡
潔
か
つ
体
系
的

に
設
計
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
初
級
レ
ベ
ル
の
文

法
項
目
を
習
得
す
れ
ば
、
日
本
語
で
自
分
の
考

え
を
発
信
し
た
り
、
そ
う
し
た
文
法
項
目
を

使
っ
て
書
か
れ
た
日
本
語
の
文
書
を
理
解
し
た

り
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、外
国
人（
移

民
）
受
け
入
れ
の
最
初
期
に
こ
う
し
た
〈
や
さ

し
い
日
本
語
〉
の
教
育
を
行
え
ば
、
彼
／
彼
女

ら
が
行
政
の
発
行
す
る
文
書
を
理
解
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
彼
／
彼
女
ら
の
受
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け
入
れ
に
か
か
る
行
政
コ
ス
ト
を
大
幅
に
削
減

で
き
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
〈
や
さ
し
い
日
本
語
〉
は
外
国
人
（
移
民
）
の

子
ど
も
に
対
す
る
日
本
語
教
育
で
も
重
要
で
あ

る
（
こ
う
し
た
子
ど
も
の
言
語
習
得
に
お
い
て

重
要
な
概
念
に
Ｂ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
〈
日
常
言
語
能
力
〉

と
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｐ
〈
学
習
言
語
能
力
〉
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
う
し
た
子
ど
も
は
日
常
会
話
は
比
較

的
短
期
間
で
流
暢
に
な
る
が
、
教
科
書
や
授
業

の
内
容
を
理
解
す
る
際
に
困
難
が
生
じ
る
と
い

う
問
題
で
あ
る
）。

　

外
国
人
（
移
民
）
を
受
け
入
れ
る
際
、
そ
の

子
ど
も
が
「
ま
っ
と
う
に
努
力
す
れ
ば
」、
日

本
社
会
で
成
功
で
き
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
要
件
を
欠
い
た

ま
ま
移
民
政
策
が
進
む
と
、彼
／
彼
女
ら
に「
自

分
た
ち
は
こ
の
国
の
中
で
二
流
市
民
と
し
て
の

扱
い
し
か
受
け
ら
れ
な
い
」
と
感
じ
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
起
こ
っ
た
の
と

同
様
の
テ
ロ
の
温
床
と
な
り
か
ね
な
い
。

　

逆
に
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
開
か
れ
、
彼
／

彼
女
ら
が
日
本
国
内
で
希
望
の
職
に
就
け
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
彼
／
彼
女
ら
が
日
本
と
他
の

国
・
地
域
と
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
日
本
社
会
に

大
き
く
貢
献
す
る
可
能
性
が
高
ま
り
、
そ
れ
は
、

日
本
の
経
済
だ
け
で
な
く
、
政
治
、
外
交
な
ど

の
点
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
た
め
に
は
、
彼
／
彼
女
ら
が
遅
く
と
も
高
校

卒
業
時
に
は
日
本
語
母
語
話
者
と
対
等
に
競
争

で
き
る
だ
け
の
日
本
語
力
と
学
力
を
身
に
つ
け

て
い
る
必
要
が
あ
る
が
、
来
日
時
に
は
日
本
語

能
力
に
圧
倒
的
な
差
が
あ
る
以
上
、
そ
の
ハ
ン

デ
ィ
を
埋
め
る
に
は
日
本
語
教
育
上
の
「
バ
イ

パ
ス
」
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
も
〈
や
さ
し
い

日
本
語
〉
の
一
側
面
で
あ
る
。

４　
日
本
語
教
育
の
種
類
と
そ
の
担
い
手

　

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
必
要

と
さ
れ
る
日
本
語
教
育
の
内
容
と
、
そ
の
担
い

手
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
前
に
日

本
国
内
で
日
本
語
教
育
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

て
い
る
か
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
見
て
お
く
。

　

日
本
語
教
育
は
大
き
く
、
学
校
型
日
本
語
教

育
と
地
域
型
日
本
語
教
育
に
分
け
て
考
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
学
校
型
日
本
語
教
育
は
大
学

や
日
本
語
学
校
に
お
け
る
教
育
を
指
し
、
地
域

型
日
本
語
教
育
は
地
域
の
公
民
館
な
ど
で
行
わ

れ
て
い
る
日
本
語
教
育
を
指
す
。
前
者
は
、
プ

ロ
の
教
師
に
よ
っ
て
有
償
で
行
わ
れ
る
の
に
対

し
、
後
者
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
師
に
よ
っ
て

無
償
で
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

日
本
語
教
師
に
な
る
た
め
の
国
家
資
格
は
な

い
（
民
間
の
資
格
試
験
と
し
て
日
本
語
教
育
能

力
検
定
試
験
が
あ
る
）。
日
本
語
学
校
は
、
大

学
や
大
学
院
へ
の
進
学
を
目
指
す
学
生
の
予
備

校
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

実
際
は
専
門
学
校
へ
の
進
学
者
の
割
合
も
高

い
。
さ
ら
に
、
近
年
は
一
部
の
日
本
語
学
校
が

就
労
目
的
の
学
生
の
「
バ
ッ
ク
ド
ア
」
と
し
て

の
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が

高
ま
っ
て
い
る
（「
留
学
生
バ
イ
ト
漬
け
、
学

級
崩
壊
も
放
置　

日
本
語
学
校
で
見
た
闇
」
朝

日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
２
０
１
９
・
３
・
18
）。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
本
語
教
師
の
数
は
日
本

語
教
師
全
体
の
57
・
２
％
を
占
め
て
い
る
（
文

化
庁
Ｈ
Ｐ
「
平
成
29
年
度
国
内
の
日
本
語
教
育

の
概
要
」）。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
師
の
質
は
様
々

で
あ
り
、
そ
の
教
育
の
質
の
保
証
（
ク
オ
リ

テ
ィ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
も
問
題
だ
が
、
そ
れ

以
上
に
、
本
来
教
育
に
対
し
て
責
任
を
負
う

べ
き
で
は
な
い
（
負
う
こ
と
が
で
き
な
い
）
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
教
育
の
責
任
を
押
し
つ
け
る
こ

と
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
で

は
、
国
や
自
治
体
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
は
、

地
域
の
日
本
語
教
育
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ

て
無
償
で
行
う
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
（
こ
れ
に
関
し
て
、
超
党
派
の
国
会
議
員
に

よ
る
日
本
語
教
育
推
進
議
員
連
盟
が
「
日
本
語

教
育
推
進
基
本
法
」
の
成
立
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
の
法
律
で
は
国
や
自
治
体
が
日
本
語
教
育
を
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推
進
す
る
義
務
を
持
つ
と
規
定
し
て
お
り
、
こ

の
法
律
の
成
立
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
国
や
自

治
体
の
取
り
組
み
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
）。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、
こ
れ
か
ら
の

日
本
語
教
育
の
あ
り
方
に
関
す
る
筆
者
の
考
え

を
述
べ
る
。

成
人
外
国
人
に
対
し
て

　

ま
ず
は
、
成
人
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教

育
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特

に
、
上
述
し
た
外
国
人
の
受
け
入
れ
に
関
す
る

認
識
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　

政
府
は
、今
年
４
月
以
降
、「
特
定
技
能
１
号
」

と
い
う
在
留
資
格
を
新
設
す
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
資
格
が
適
用
さ
れ
る
業
種
に
関

し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
日
本
語
学
校
を

「
バ
ッ
ク
ド
ア
」
と
し
て
利
用
す
る
必
要
は
な

く
な
り
、
悪
質
な
日
本
語
学
校
は
淘
汰
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
喜
ば

し
い
が
、
こ
の
資
格
は
家
族
の
帯
同
を
認
め
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
（「
１
号
」
と
同
時
に
新
設

さ
れ
る
「
特
定
技
能
２
号
」
で
は
家
族
の
帯
同

は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
適
用
さ
れ
る
業
種
の

数
な
ど
か
ら
、
こ
の
枠
で
の
来
日
者
が
急
増
す

る
と
は
考
え
に
く
い
）、
真
の
意
味
で
外
国
人

を
日
本
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
扱
お
う
と
す

る
も
の
で
は
な
い
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
枠
で
来
日
し
よ
う
と
す
る
外

国
人
は
ま
さ
に
「
出
か
せ
ぎ
」
に
来
る
こ
と
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
立
場
の
外
国
人
に
対
し
て
、
長
時
間

の
日
本
語
学
習
を
求
め
て
も
、
彼
／
彼
女
ら
の

ニ
ー
ズ
に
は
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
出
か
せ
ぎ
」
に
来
て
い
る

以
上
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
時
間
働
い
て
貯
金

や
仕
送
り
を
し
た
い
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ

り
、
永
住
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
国
の
こ
と
ば
の
学
習
に
時
間
を
割
こ
う
と

す
る
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
牲
川
編
（
２
０
１
９
近
刊
）
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
資
格
の
取
得
と
連
動

し
て
作
ら
れ
る「
日
本
語
能
力
判
定
テ
ス
ト（
仮

称
）」
の
中
身
が
不
透
明
な
上
に
、
お
そ
ら
く

そ
れ
ほ
ど
高
い
能
力
を
要
求
さ
れ
な
い
と
予
想

さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
高
度
な
日
本
語
教
育
は

必
要
と
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
資
格
で
「
出
か
せ

ぎ
」
に
来
る
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
は

お
そ
ら
く
短
期
間
で
養
成
さ
れ
る
そ
れ
ほ
ど
高

い
専
門
性
を
持
た
な
い
日
本
語
教
師
に
よ
っ
て

担
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

　

今
述
べ
た
の
は
、「
こ
う
な
る
べ
き
」
日
本
語

教
育
の
姿
で
は
な
く
、「
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
」

可
能
性
が
高
い
日
本
語
教
育
の
実
態（
の
予
測
）

で
あ
る
。
次
に
、
日
本
が
真
の
意
味
で
「
移
民

政
策
」
を
採
る
場
合
、
つ
ま
り
、
上
記
の
よ
う

な
意
味
で
30
年
後
の
日
本
を
対
等
な
「
日
本
人

＋
外
国
人
」
で
作
っ
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
に

求
め
ら
れ
る
日
本
語
教
育
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
、
初
期
日
本
語

教
育
は
、
公
費
（
税
金
）
に
よ
っ
て
、
専
門
的

な
訓
練
を
受
け
た
プ
ロ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
具

体
的
な
形
式
や
そ
の
効
果
に
つ
い
て
も
考
察
を

行
っ
て
い
る
（
庵
２
０
１
６
ほ
か
参
照
）。

　

ま
た
、
上
述
し
た
「
地
域
社
会
に
お
け
る
共

通
言
語
」
と
い
う
考
え
方
に
し
て
も
、
そ
れ
が

実
質
的
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
外
国
人
（
移
民
）

側
が
日
本
に
定
住
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
場
合

に
限
ら
れ
る
。
家
族
を
と
も
な
っ
て
移
住
し
た

り
、
日
本
の
中
で
新
た
に
家
族
を
作
っ
た
り
し

て
い
く
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
地
域

の
日
本
人
住
民
と
交
流
を
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
り
、
単
に
「
出
か
せ
ぎ
」
に
来
る
の
な
ら
、

地
域
の
日
本
人
と
積
極
的
に
付
き
合
お
う
と
は

し
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
成
人
外
国
人
に
対
す
る

日
本
語
教
育
は
、
今
回
の
政
府
の
政
策
転
換
に
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よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
（
と
い
う

よ
り
、
大
き
な
変
化
は
期
待
で
き
な
い
）
と
筆

者
は
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
府
の
政

策
に
は
上
述
の
問
題
点
が
あ
り
、
日
本
語
教
育

関
係
者
は
、
目
先
の
事
態
へ
の
対
応
に
目
を
奪

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
り
得
べ
き
日
本
語
教
育

の
姿
を
規
定
し
た
上
で
、
そ
の
実
現
の
準
備
を

急
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど
も
に
は

　

成
人
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
が
現
状

と
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
難
し
い
の
に
対
し
、

よ
り
早
急
に
日
本
語
教
育
の
体
制
を
整
え
る
必

要
が
あ
る
の
が
、
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど

も
に
対
す
る
日
本
語
教
育
で
あ
る
（
こ
う
し
た

子
ど
も
の
呼
び
方
は
様
々
で
あ
り
、
ど
れ
に
も

問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
外
国
籍
」
と
い
う
こ

と
は
母
親
が
外
国
人
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら

な
い
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
両
親

の
少
な
く
と
も
一
方
が
外
国
籍
で
あ
る
子
ど
も

を
指
す
も
の
と
し
て
こ
の
表
現
を
用
い
る
）。

　

日
本
語
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
よ
り
重
要
な

の
は
、外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど
も（
以
下「
子

ど
も
」
と
記
す
）
に
対
す
る
日
本
語
教
育
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
大
人
は
自
ら
の
意
思
で
日
本
に

来
た
の
に
対
し
、
子
ど
も
は
そ
う
で
は
な
い
こ

と
、上
述
の
よ
う
に
、こ
れ
ら
の
子
ど
も
が「
ま
っ

と
う
に
努
力
す
れ
ば
」、
日
本
人
の
子
ど
も
と
対

等
に
競
争
で
き
る
社
会
に
な
る
こ
と
が
こ
れ
か

ら
の
日
本
社
会
に
と
っ
て
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

現
在
、
小
中
学
校
で
は
、
外
国
に
ル
ー
ツ
を

持
つ
子
ど
も
の
う
ち
日
本
語
指
導
が
必
要
な
子

ど
も
に
対
し
て
「
特
別
の
教
育
課
程
」
と
い
う

枠
組
み
で
、
日
本
語
教
育
の
機
会
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
子
ど
も
が
一

定
数
以
上
在
籍
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
学
校
で
、

そ
う
で
な
い
場
合
は
複
数
の
学
校
を
合
わ
せ
て
、

一
定
時
間
数
「
取
り
出
し
授
業
」
を
行
い
、
そ

の
後
は
日
本
人
の
子
ど
も
と
同
じ
教
室
で
学
ぶ

と
い
う
形
式
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育

は
日
本
人
の
子
ど
も
と
は
違
っ
て
義
務
教
育
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
も
そ
も
そ
の
市
区
町

村
に
就
学
期
の
子
ど
も
が
何
人
い
る
の
か
、
そ

の
子
ど
も
は
現
在
ど
の
学
校
の
ど
の
ク
ラ
ス
に

所
属
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
学
校
に
通
っ

て
い
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
日
本
人
の
子
ど
も

で
あ
れ
ば
、
ご
く
当
た
り
前
の
情
報
さ
え
把
握

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（「
外
国
籍
の
子　

就
学
不
明
１
・
６
万
人　

義
務
教
育
の
対
象

外
」
毎
日
新
聞
２
０
１
９
・
１
・
６
）。

　

ま
た
、
現
状
で
は
、「
取
り
出
し
授
業
」
の
担

当
者
は
日
本
語
教
育
の
訓
練
を
受
け
て
い
な
い

教
諭
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

小
中
学
校
で
授
業
を
担
当
で
き
る
の
が
教
員
資

格
を
持
つ
人
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
日
本
語
指
導
が
適
切
に
進
ん
で
い

な
い
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
現
状
を
改
善
す
る
に
は
、
次
の
よ
う
な

方
策
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
、「
取
り
出
し
授
業
」
を
担
当
す
る
教

員
限
定
の
教
員
免
許
を
新
設
し
（
他
の
科
目
は

担
当
で
き
な
い
）、
日
本
語
教
育
の
専
門
家
が

そ
の
資
格
を
取
得
し
て
日
本
語
教
育
を
行
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
国
語
（
ま

た
は
英
語
）
の
教
員
免
許
を
取
る
際
に
、
子
ど

も
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
講
義
を
受
け
た
り
、

実
習
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ

と
で
あ
る
。

　

対
症
療
法
的
に
は
前
者
の
方
が
有
効
だ
が
、

将
来
的
に
よ
り
本
質
的
な
問
題
解
決
の
た
め
に

は
後
者
の
方
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
教
員
資
格
を
取
る
人
の
視
野
を
広
げ

る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
国
語
」
と
い
う
科
目
名
は
一
見
自

明
の
よ
う
だ
が
、
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど

も
の
多
く
に
と
っ
て
は
「
日
本
語
」
は
「
国
語
」

で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、「
私
は
昨

日
お
赤
飯
を
食
べ
ま
し
た
。」
と
い
う
文
を
聞

い
た
と
き
に
、
日
本
人
の
子
ど
も
な
ら
、
特
に
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説
明
を
受
け
な
く
て
も
、
昨
日
何
か
の
お
祝
い

が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
に
対

し
、
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど
も
の
場
合
は

そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
っ

た
理
解
の
ズ
レ
に
反
映
す
る
。
こ
う
し
た
意
味

で
、
国
語
や
英
語
を
教
え
る
人
に
と
っ
て
、
日

本
文
化
を
自
明
と
し
て
い
な
い
人
が
同
じ
ク
ラ

ス
に
い
る
と
き
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
る
べ

き
か
を
考
え
る
機
会
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
の
人

の
教
育
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
役
立
つ
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持

つ
子
ど
も
に
対
す
る
日
本
語
教
育
で
は
、
現
行

の
教
員
免
許
の
資
格
規
定
の
中
に
、
日
本
語
教

育
の
関
連
科
目
を
含
め
る
形
に
制
度
を
変
更
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
上
述
し
た
意
味
で

日
本
人
の
子
ど
も
と
対
等
な
競
争
を
行
う
と
い

う
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。

そ
の
意
味
で
、
学
校
外
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
教
室
と
の
連
携
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
市
区
町
村
と
教
育
委
員

会
が
連
携
し
て
、就
学
期
の
子
ど
も
の
全
数（
氏

名
、性
別
、国
籍
〈
母
語
〉、所
属
す
べ
き
学
校
名
、

学
年
な
ど
）
を
把
握
す
る
。
次
に
、「
取
り
出
し

授
業
」
の
教
諭
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
者
が
教

育
内
容
を
共
有
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
室
を
授

業
の
復
習
の
場
と
位
置
づ
け
る
。
こ
の
際
、
そ
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の
地
域
に
大
学
が
あ
り
、
当
該
国
の
留
学
生
の

協
力
が
得
ら
れ
る
の
な
ら
、
留
学
生
を
通
訳
お

よ
び
母
語
で
の
教
科
内
容
の
教
育
の
担
い
手
と

し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
室
の
構
成
員
と
し
て

位
置
づ
け
、
こ
う
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
室
で

の
支
援
を
（
可
能
な
限
り
留
学
生
も
含
め
た
形

で
）、「
取
り
出
し
授
業
」
の
期
間
が
終
了
し
た

後
も
、
子
ど
も
が
自
律
的
に
学
習
で
き
る
よ
う

に
な
る
ま
で
は
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
支
援
体
制
を
整
え
る
た
め
に
は
、

市
区
町
村
が
地
域
日
本
語
教
育
に
精
通
し
た
日

本
語
教
師
を
雇
用
し
、
そ
の
人
に
上
記
の
教
育

体
制
を
一
元
把
握
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

５　

本
当
に
必
要
な
こ
と

　

以
上
、
政
府
の
外
国
人
受
け
入
れ
政
策
を
受

け
て
、
日
本
語
教
育
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き

か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
の
小

論
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

１
．
日
本
語
教
育
の
必
要
性
は
今
後
目
指
す

べ
き
日
本
社
会
像
を
抜
き
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。

　

２
．
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
「
日
本
人
＋
外

国
人
」
で
作
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
の
際
、

外
国
人
を
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
め

る
こ
と
が
、
現
実
主
義
的
に
も
最
善
で
あ
る
。

　

３
．
２
の
よ
う
な
日
本
社
会
を
目
指
す
と
す

れ
ば
、
成
人
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
は
、

プ
ロ
の
手
で
行
う
費
用
対
効
果
の
高
い
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
費
用
は
公
費
（
税
金
）

で
賄
う
べ
き
で
あ
る
。

　

４
．
一
方
、
現
在
の
政
府
の
政
策
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
、
外
国
人
を
使
い
捨
て
に
し
よ
う
と

す
る
政
策
を
採
る
場
合
、
成
人
外
国
人
向
け
の

日
本
語
教
育
は
低
い
レ
ベ
ル
に
留
ま
り
、
そ
の

担
い
手
も
高
い
専
門
性
を
持
た
な
い
教
師
に
な

る
可
能
性
が
高
い
。

　

５
．
現
状
で
も
、
日
本
語
教
育
の
よ
り
重
要

な
対
象
者
は
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど
も
で

あ
る
。
彼
／
彼
女
ら
に
対
す
る
日
本
語
教
育
に

お
い
て
は
、
就
学
対
象
児
童
・
生
徒
の
把
握
を

始
め
、「
取
り
出
し
授
業
」
の
担
当
者
、
地
域
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教
室
と
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
大

学
の
留
学
生
が
一
体
と
な
っ
て
、
子
ど
も
へ
の

支
援
に
当
た
る
体
制
を
作
る
必
要
が
あ
る
。	


