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聴
覚
障
害
の
実
態
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
的
文
脈
、

聴
覚
口
話
法
の
意
義
と
限
界
、障
害
者
の
自
己
形
成
な
ど
を
、

体
系
的
に
論
じ
た
書
物

●
橋
爪
大
三
郎

東
京
工
業
大
学
教
授

　

ま
っ
た
く
違
っ
た
分
野
の
専
門
書
で
あ
る
の
に
、
ぐ
い
ぐ
い
ひ
き
込
ま
れ
、
強
い
印
象
を
残
す
書
物
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
秋
元
波
留
夫
氏
の
『
失
行
症
』（
一
九
三
六
年
初
版
、
一
九
七
六
年
再
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
）。
上
農
正
剛
氏
の
新
著
を
手

に
取
っ
て
、
ず
っ
と
以
前
に
読
ん
だ
こ
の
本
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

　

秋
元
氏
は
一
九
○
六
年
生
ま
れ
。
医
師
と
し
て
北
海
道
に
赴
任
し
、
炭
鉱
の
事
故
か
ら
救
出
さ
れ
た
患
者
を
多
く
診
療

し
た
。
一
酸
化
炭
素
中
毒
の
結
果
、
奇
妙
で
独
特
の
症
状
を
呈
す
る
患
者
が
多
く
い
る
。
も
の
の
形
が
認
識
で
き
な
か
っ

た
り
（
失
認
）、
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
（
失
語
）、
特
定
の
行
為
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
（
失
行
）。
中
毒

に
よ
り
大
脳
が
局
部
的
に
損
傷
を
受
け
、
そ
れ
に
対
応
す
る
機
能
が
障
害
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
考
え
る
な

ら
、
健
常
者
の
大
脳
が
、
ど
れ
だ
け
の
局
部
に
わ
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
機
能
を
分
担
し
て
い
る
か
を
、
そ

こ
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。

　

秋
元
氏
は
、
現
場
の
診
療
を
通
じ
て
失
語
、
失
認
、
失
行
と
い
っ
た
病
態
に
ふ
れ
、
欧
州
の
最
新
の
研
究
を
参
照
し
な
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が
ら
、
症
状
の
分
類
や
診
断
基
準
、
そ
の
発
生
の
機
序
や
治
療
方
法
を
ひ
と
つ
ず
つ
考
え
進
め
て
い
っ
た
。
特
に
、
構
成

失
行
（
マ
ッ
チ
を
擦
っ
た
り
、
パ
ジ
ャ
マ
を
着
た
り
と
い
っ
た
種
類
の
動
作
だ
け
が
で
き
な
く
な
る
）
と
い
う
障
害
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
再
構
成
す
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
議
論
の
進
め
方
に
わ
く
わ
く
し
た
。
ひ
ら
が
な
や
漢
字
が
別
々
に
失
わ
れ
る
と
い
っ
た

日
本
語
特
有
の
失
語
症
の
症
例
を
報
告
分
析
し
た
こ
と
も
、
大
き
な
貢
献
だ
と
敬
服
し
た
。

　

上
農
氏
の
書
物
も
、
未
踏
の
領
域
に
踏
み
入
っ
て
、
病
態
の
根
幹
を
見
極
め
、
そ
れ
に
即
し
た
合
理
的
な
体
系
を
組
み

立
て
て
い
こ
う
と
す
る
明
快
な
意
志
に
貫
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
秋
元
氏
と
よ
く
似
て
い
る
。

　

上
農
氏
が
扱
う
の
は
、
聴
覚
障
害
児
で
あ
る
。
出
来
あ
が
っ
た
機
能
が
途
中
か
ら
失
わ
れ
る
場
合
（
失
行
症
）
と
、
最

初
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
場
合
（
聴
覚
障
害
）
で
は
、
だ
い
ぶ
事
情
が
異
な
る
。
聴
覚
障
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う

に
し
て
、
そ
れ
以
外
の
機
能
を
十
分
に
発
達
さ
せ
る
か
。
こ
の
方
法
を
め
ぐ
る
思
索
の
格
闘
が
、
本
書
の
な
か
み
で
あ
る
。

　

一
般
に
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
こ
と
だ
が
、
視
覚
障
害
に
く
ら
べ
て
、
聴
覚
障
害
の
ほ
う
が
問
題
は
む
し
ろ
深
刻
で
あ
る
。

　

視
覚
障
害
児
（
目
が
見
え
な
い
子
ど
も
）
は
、
生
活
上
の
不
便
は
あ
っ
て
も
、
親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
問
題
が

な
い
。
親
は
音
声
言
語
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
て
い
る
。
視
覚
障
害
児
は
、
そ
の
言
語
共
同
体
に
参
加
し
、

音
声
言
語
を
通
じ
て
精
神
を
形
成
し
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
困
難
が
生
ず
る
の
は
、
文
字
言
語
を
使
お
う
と

し
て
も
目
に
見
え
な
い
の
で
使
え
な
い
段
階
、
す
な
わ
ち
学
齢
に
達
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
、
音
声
言
語
を
習

得
し
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
情
緒
や
人
格
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

聴
覚
障
害
児
（
耳
が
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
）
の
親
は
、
ほ
と
ん
ど
が
聴
者
（
健
常
者
）
で
あ
る
。
親
の
用
い
る
音
声
言
語
を
、

子
ど
も
は
聴
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
聴
覚
障
害
児
は
、
親
と
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
言

語
共
同
体
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
語
が
獲
得
で
き
な
け
れ
ば
、
情
緒
や
人
格
な
ど
精
神
形
成
に
大
き
な
影
響
が
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及
ぶ
。
精
神
機
能
は
も
と
も
と
障
害
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
そ
の
発
達
に
問
題
が
起
こ
る
の
を
見
過
ご
す
こ
と
は
、
ゆ
ゆ

し
い
問
題
、
ま
さ
に
人
権
問
題
で
あ
る
。

　

聴
覚
障
害
児
に
は
、
と
り
あ
え
ず
、
二
つ
の
道
し
か
な
か
っ
た
。
第
一
は
、
音
声
言
語
を
あ
き
ら
め
、
手
話
を
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
選
ぶ
こ
と
。
こ
れ
は
、
聾
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
は
、
困
難
を
お
し
て
、
音

声
言
語
を
習
得
す
る
道
を
選
ぶ
こ
と
。
そ
れ
に
は
補
聴
器
を
つ
け
、
唇
の
か
た
ち
を
読
み
取
り
、
発
声
練
習
を
繰
り
返
す

と
い
う
、
ハ
ー
ド
な
訓
練
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

実
際
に
は
ど
ち
ら
も
、
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
を
と
も
な
う
。
手
話
を
身
に
つ
け
て
も
、
手
話
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
親

や
一
般
の
人
び
と
と
、
自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
手
話
（
日
本
手
話
）
は
、
日
本
語
と

語
彙
や
文
法
が
異
な
る
。
日
本
語
と
対
応
の
つ
か
な
い
、
も
う
ひ
と
つ
の
言
語
（
外
国
語
）
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
漢

字
や
ひ
ら
が
な
な
ど
日
本
の
文
字
言
語
も
、
容
易
に
は
身
に
つ
か
な
い
。
聾
者
同
士
が
語
り
あ
う
、
孤
立
し
た
手
話
の
言

語
共
同
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
か
と
言
っ
て
、
音
声
言
語
を
選
択
し
て
も
、
現
実
の
状
況
で
聴
き

取
り
や
発
話
が
で
き
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
、
音
声
言
語
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
困
難
を
ど
う

に
か
乗
り
越
え
た
と
し
て
も
、
聴
者
の
世
界
に
対
等
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
な
る
べ
く
マ
イ
ナ
ス
を
小
さ
く
す
る
た
め
に
、
両
方
を
身
に
つ
け
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
聾
学

校
は
、
そ
う
し
た
環
境
と
訓
練
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
聾
学
校
は
、
手
話
の
使
用
を
禁
止
し
て
き
た
。
上
農
氏
に
お
目
に
か
か
っ
た
八
年
前
に
こ
の
こ
と

を
確
認
し
て
、
私
は
改
め
て
怒
り
を
お
ぼ
え
た
。
日
本
語
の
習
得
に
邪
魔
に
な
る
か
ら
と
い
う
。
手
話
へ
の
偏
見
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
聴
覚
に
障
害
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
障
害
そ
の
も
の
に
加
え
て
、
不
十
分
で
非
科
学
的
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な
教
育
環
境
を
も
耐
え
忍
び
、
そ
の
も
と
で
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
聾
学
校
の
生
徒
数
が
、
急
激
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
補
聴
器
を
つ
け
て
音
声
言
語
を
聴
き
取
り
、
音
声
言

語
を
発
音
す
る
「
聴
覚
口
話
法
」
に
も
と
づ
い
て
、
一
般
の
学
級
で
学
ぶ
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
イ
ン
テ
）
教
育
が
一

般
的
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
子
ど
も
の
「
聴
こ
え
な
い
」
現
実
を
認
め
た
く
な
い
親
た
ち
や
、
聴
覚
口
話
法
を
よ
か
れ
と
推

進
す
る
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
、
イ
ン
テ
教
育
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
聴
覚
障
害
児
の
言
語
能
力
は
、
一
般
の
学
級
の
「
自

然
な
環
境
」
で
、
無
理
な
く
習
得
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
だ
が
現
実
に
は
、
言
葉
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ク
ラ
ス

か
ら
疎
外
さ
れ
、
勉
強
に
も
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
う
大
部
分
の
聴
覚
障
害
児
た
ち
の
実
態
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

と
り
か
え
し
が
つ
か
な
く
な
る
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

  

上
農
氏
は
、
聴
覚
障
害
児
の
教
育
指
導
に
長
年
取
り
組
み
、
数
多
く
の
障
害
児
た
ち
や
親
た
ち
の
苦
し
み
、
聴
覚
口
話

法
の
矛
盾
、
聾
教
育
の
実
際
を
見
て
き
た
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、
聴
覚
障
害
児
教
育
の
根
本
的
な
見

直
し
を
提
案
す
る
、
画
期
的
な
書
物
で
あ
る
。
言
語
学
や
哲
学
の
知
見
が
随
所
に
織
り
込
ま
れ
、
時
間
を
か
け
て
温
め
ら

れ
た
ア
イ
デ
ア
が
く
っ
き
り
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
聴
覚
障
害
児
を
も
つ
親
た
ち
や
聴
覚
障
害
児
を
教
え
る
教
師
た
ち
は

も
ち
ろ
ん
、
聴
覚
障
害
者
本
人
、
言
語
や
障
害
や
福
祉
に
関
心
を
も
つ
人
び
と
す
べ
て
に
と
っ
て
の
、
必
読
書
で
あ
る
と

思
う
。
聴
覚
障
害
の
実
態
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
的
文
脈
、
聴
覚
口
話
法
の
意
義
と
限
界
、
障
害
者
の
自
己
形
成
な
ど

を
、
こ
れ
ほ
ど
体
系
的
に
論
じ
た
書
物
は
、
お
そ
ら
く
初
め
て
な
の
で
は
な
い
か
。

　

聴
覚
口
話
法
の
問
題
点
と
は
何
だ
ろ
う
。
聴
者
が
大
部
分
の
ク
ラ
ス
で
意
思
疎
通
が
で
き
ず
、
孤
立
し
て
い
く
。
授
業

が
わ
か
ら
ず
、
学
力
が
停
滞
す
る
。
親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
家
族
と
し
て
の
交
流
が
十
分
で

な
い
。「
自
然
な
環
境
」
を
重
視
す
る
結
果
、
躾
け
や
社
会
的
訓
練
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
。
ど
れ
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
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だ
が
と
り
わ
け
上
農
氏
が
強
調
す
る
の
は
、
人
間
精
神
の
発
達
に
と
っ
て
、
言
語
の
運
用
能
力
の
獲
得
が
本
質
的
に
重
要

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
聴
覚
口
話
法
の
み
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
能
力
が
決
し
て
十
分
に
身
に
つ
か
な
い
こ
と
だ
。

　

そ
こ
で
上
農
氏
は
、
聴
覚
口
話
法
と
は
別
に
、
言
語
の
運
用
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
く
。
そ
れ
が
、

書
記
言
語
（
文
字
の
読
み
書
き
）
の
重
視
で
あ
り
、
手
話
言
語
の
重
視
で
あ
る
。
聴
覚
障
害
者
は
、
自
覚
的
な
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
の
学
習
者
と
し
て
自
己
形
成
す
る
の
が
正
し
い
。
少
な
く
と
も
一
種
類
の
言
語
を
、
人
生
の
早
い
時
期
に
、
十
分
に
使

い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
精
神
の
発
達
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
本
質
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聴
覚
口
話
法
で
は
、

こ
れ
は
不
可
能
な
の
だ
。

　

見
知
ら
ぬ
異
国
に
移
住
し
た
親
た
ち
が
、
不
完
全
な
カ
タ
コ
ト
の
外
国
語
（
ピ
ジ
ン
）
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
聞
い
て
育
つ
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
を
流
暢
な
も
う
ひ
と
つ
の
母
語
（
ク
レ
オ
ー
ル
）
に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
。

子
ど
も
た
ち
に
は
、
障
害
を
乗
り
越
え
て
進
む
内
発
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。『
た
っ
た
ひ
と
り
の
ク
レ

オ
ー
ル
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
、
聴
覚
障
害
児
の
孤
独
と
、
そ
れ
を
見
つ
め
る
著
者
の
希
望
に
満
ち
た
激
励
の
視
線
と

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

 

（
書
き
下
ろ
し
）

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

一
九
四
八
年
神
奈
川
県
に
生
ま
れ
る

東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
科
卒
業
、
同
大
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了

一
九
八
九
年
よ
り
東
京
工
業
大
学
に
勤
務

現
在
、
同
大
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科
価
値
シ
ス
テ
ム
専
攻
教
授
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●
著
書

『
言
語
ゲ
ー
ム
と
社
会
理
論
』（
勁
草
書
房
）

『
仏
教
の
言
説
戦
略
』（
勁
草
書
房
）

『
は
じ
め
て
の
構
造
主
義
』（
講
談
社
現
代
新
書
・
講
談
社
）

『
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
』（
毎
日
新
聞
社
）

『
現
代
思
想
は
い
ま
何
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
』（
勁
草
書
房
）

『
民
主
主
義
は
最
高
の
政
治
制
度
で
あ
る
』（
現
代
書
館
）

『
僕
の
憲
法
草
案
』（
ポ
ッ
ト
出
版
、
共
著
）

『
橋
爪
大
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
全
3
巻
）』（
勁
草
書
房
）

『
性
愛
論
』（
岩
波
書
店
）

『
橋
爪
大
三
郎
の
社
会
学
講
義
』（
夏
目
書
房
）

『
橋
爪
大
三
郎
の
社
会
学
講
義
2
』（
夏
目
書
房
）

『
選
択
・
責
任
・
連
帯
の
教
育
改
革
【
完
全
版
】』（
勁
草
書
房
、
共
著
）

『
こ
ん
な
に
困
っ
た
北
朝
鮮
』（
メ
タ
ロ
ー
グ
）

『
言
語
派
社
会
学
の
原
理
』（
洋
泉
社
）

『
天
皇
の
戦
争
責
任
』（
径
書
房
、
共
著
）

『
幸
福
の
つ
く
り
か
た
』（
ポ
ッ
ト
出
版
）

『
世
界
が
わ
か
る
宗
教
社
会
学
入
門
』（
筑
摩
書
房
）

『
政
治
の
教
室
』（PH

P

新
書
・PH

P
研
究
所
）

『「
心
」
は
あ
る
の
か
│
│
シ
リ
ー
ズ
・
人
間
学
❶
』（
ち
く
ま
新
書
・
筑
摩
書
房
）

『
人
間
に
と
っ
て
法
と
は
何
か
』（PH

P
新
書
・PH

P

研
究
所
）

『
永
遠
の
吉
本
隆
明
』（
洋
泉
社
新
書
y
・
洋
泉
社
）、
な
ど
が
あ
る
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お
よ
そ
差
別
論
に
興
味
の
あ
る
人
に

本
書
を
強
く
お
奨
め
す
る

●
灘
本
昌
久

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
・
社
会
学
「
差
別
論
」
／
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長

　

久
し
ぶ
り
に
う
な
ら
さ
れ
る
力
作
で
あ
る
。
差
別
論
に
限
れ
ば
、
五
年
に
一
冊
出
る
か
で
な
い
か
。
そ
う
書
い
て
み
て
、

こ
の
五
年
間
に
こ
れ
と
比
肩
し
う
る
作
品
が
あ
っ
た
か
と
思
い
返
し
て
も
、
思
い
当
た
る
も
の
が
な
い
の
で
、
十
年
に
一

冊
出
る
か
出
な
い
か
の
傑
作
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。

　

私
は
、
差
別
問
題
で
重
要
な
こ
と
は
、
い
か
に
差
別
を
な
く
す
か
よ
り
も
、
い
か
に
被
差
別
者
が
差
別
と
向
き
合
う
か

で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
差
別
を
な
く
す
た
め
の
行
動
は
、
そ
の
あ
と
に
自
然
と
つ
い
て
く
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
山
の
よ
う
に
出
版
さ
れ
る
人
権
・
差
別
問
題
系
の
出
版
物
は
、
差
別
を
糾
弾
し
、
そ
の
非
倫
理
性
を
断
罪
す
る

こ
と
に
急
で
は
あ
る
が
、
被
差
別
者
の
生
き
て
い
く
土
台
を
打
ち
固
め
る
よ
う
な
内
実
、
す
な
わ
ち
「
差
別
と
い
か
に
向

き
合
う
か
」
と
い
う
課
題
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

ま
た
、
差
別
と
向
き
合
う
と
き
に
陥
り
が
ち
な
問
題
と
し
て
、
劣
位
に
あ
る
と
い
う
現
実
や
不
安
を
埋
め
合
わ
せ
る
た

め
に
、
被
差
別
者
の
美
点
を
探
り
出
し
て
強
調
し
て
み
た
り
、
被
差
別
者
の
欠
点
を
そ
の
被
差
別
の
歴
史
を
理
由
に
過
小

評
価
す
る
「
被
差
別
割
引
」
を
発
動
し
て
み
た
り
、
と
も
か
く
、
差
別
・
被
差
別
の
現
実
を
直
視
し
き
れ
ず
に
、
な
に
ご
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と
か
で
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
水
平
社
宣
言
に
あ
る
「
吾
々
が
エ
タ
で
あ
る
事
を
誇
り
得
る
時
が
来

た
」
と
い
う
魅
力
的
な
フ
レ
ー
ズ
で
さ
え
、
無
自
覚
に
使
え
ば
、
傾
い
た
天
秤
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
の
分
銅
に
過
ぎ

な
く
な
る
。
上
農
氏
の
著
作
は
、
そ
う
し
た
傾
向
か
ら
驚
く
ほ
ど
無
縁
で
あ
る
。

　

氏
に
と
っ
て
、
聴
覚
障
害
児
（
難
聴
児
）
が
生
き
て
い
く
う
え
で
根
本
的
な
こ
と
は
、
聴
覚
障
害
児
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
い
か
に
十
全
な
も
の
に
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
私
流
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
聴
覚
障
害
で
あ
る

こ
と
と
い
か
に
向
き
合
う
か
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
言
語
習
得
技
術
論
や
難
聴
児
に
対
す
る
差
別
へ

の
批
判
（
こ
の
ふ
た
つ
は
あ
る
意
味
で
反
対
方
向
の
極
論
で
あ
ろ
う
）
で
達
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
難
聴
児
自
身
が
自
分
で

思
索
し
て
い
く
手
段
と
し
て
い
か
に
言
語
を
獲
得
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
中
軸
と
な
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い

く
。

　

ど
の
よ
う
に
し
て
言
語
を
獲
得
し
て
い
く
べ
き
か
。
難
聴
児
は
、
い
き
な
り
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
。
聴
覚
口
話
法
（
口

の
形
と
補
聴
器
に
よ
る
わ
ず
か
の
音
を
た
よ
り
に
言
葉
を
読
み
取
る
）
を
習
得
す
る
か
。
日
本
手
話
を
獲
得
す
る
か
（
こ
こ
で
い
う

日
本
手
話
は
、
い
わ
ゆ
る
「
手
話
」
＝
日
本
語
に
身
振
り
手
振
り
を
貼
り
付
け
た
「
日
本
語
対
応
手
話
」
と
は
違
い
、
文
法
的
に
ま
っ
た

く
日
本
語
と
は
違
う
外
国
語
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
言
語
と
し
て
は
完
璧
に
細
部
ま
で
表
現
で
き
る
。
ふ
た
つ
の
「
手
話
」
に

つ
い
て
は
同
書
一
四
〇
頁
参
照
）。

　

聴
覚
口
話
法
は
、
健
聴
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
が
、
実
際
に
は
難
聴
者
に
と
っ
て
徒
労
に
終
わ
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。
一
方
、
日
本
手
話
は
、
そ
れ
を
使
う
聾
者
の
間
で
し
か
通
じ
ず
、
そ
れ
だ
け
で
は
日
本
語
を
理
解
す
る

よ
う
に
は
な
ら
な
い
。
上
農
氏
は
、
日
本
手
話
と
書
記
日
本
語
（
書
か
れ
た
日
本
語
）
と
い
う
二
つ
の
言
語
の
獲
得
を
必
須

と
す
る
の
だ
が
、
難
聴
児
が
、
も
っ
と
も
適
切
な
プ
ロ
セ
ス
で
言
語
を
獲
得
す
る
に
至
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
落
と
し
穴
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が
あ
る
。

　

そ
の
ひ
と
つ
に
、
聴
覚
障
害
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
心
理
か
ら
く
る
聴
覚
口
話
法
へ
の
傾
斜
が
あ
る
。
ま
れ
に
聴
覚

口
話
法
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
を
獲
得
す
る
難
聴
児
が
い
る
が
、
多
く
は
徒
労
に
終
わ
る
ば
か
り
で
な

く
、
下
手
を
す
る
と
、
日
本
手
話
も
体
得
で
き
な
い
た
め
に
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
ど
こ
ろ
か
一
つ
の
言
葉
も
満
足
に
は
習
得

で
き
な
い
セ
ミ
リ
ン
ガ
ル
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
難
聴
児
は
親
子
の
間
で
さ
え
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全

に
陥
り
、
友
人
に
も
心
を
閉
ざ
し
て
孤
立
し
て
い
く
。
ま
た
、
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
統
合
教
育
）
と
い
う
一
見
理
想

的
に
感
じ
ら
れ
る
教
育
に
も
、
落
と
し
穴
が
あ
る
。
言
葉
は
「
自
然
に
」
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
思
い
込
み
に
よ
り
、
し
ば

し
ば
難
聴
児
が
実
際
に
は
放
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
他
、
上
農
氏
に
よ
っ
て
難
聴
児
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
の
問
題
性
が
、
次
々
に
明
る
み
に
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て

そ
の
際
、
誰
も
悪
玉
に
さ
れ
ず
、
ま
た
誰
も
か
ば
わ
れ
る
こ
と
な
く
。
時
と
し
て
、
難
聴
者
自
身
や
家
族
さ
え
も
、
そ
の

体
内
か
ら
病
巣
を
無
慈
悲
に
え
ぐ
り
だ
さ
れ
て
い
く
。
読
ん
で
い
る
と
、
そ
う
し
た
問
題
の
困
難
さ
に
た
じ
ろ
い
で
し
ま

う
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
困
難
さ
の
先
に
し
か
難
聴
児
の
未
来
は
な
い
と
確
信
さ
せ
ら
れ
る
。
障
害
者
問
題
に
関
心
の

あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
よ
そ
差
別
論
に
興
味
の
あ
る
人
に
は
本
書
を
強
く
お
奨
め
す
る
。

 

（
初
出
●
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー 

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
、 

二
〇
〇
三
年
一
一
月
四
日
号
）

な
だ
も
と
・
ま
さ
ひ
さ

一
九
五
六
年
四
月
六
日
神
戸
市
に
生
ま
れ
る

一
九
八
一
年
三
月
・
京
都
大
学
文
学
部
史
学
科
現
代
史
専
攻
卒
業
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一
九
八
六
年
三
月
・
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
修
了

一
九
九
三
年
四
月
よ
り
京
都
産
業
大
学
専
任
講
師
（
九
七
年
よ
り
助
教
授
）

二
〇
〇
〇
年
七
月
よ
り
京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
所
長

●
著
書

『「
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
」
絶
版
を
考
え
る
』（
径
書
房
）

『
井
手
の
部
落
史
』（
京
都
部
落
史
研
究
所
）

『
部
落
の
過
去
・
現
在
・
そ
し
て
…
』（
阿
吽
社
）

『
ち
び
く
ろ
サ
ン
ボ
よ　

す
こ
や
か
に
よ
み
が
え
れ
』（
径
書
房
）

●
翻
訳

『
ち
び
く
ろ
さ
ん
ぼ
の
お
は
な
し
』（
径
書
房
） 

●
監
修

『T
he Story of Little B

lack Sam
bo

』（
径
書
房
） 
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バ
イ
リ
ン
ガ
ル・
バ
イ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル（
二
言
語
二
文
化
）教
育
に

教
育
学
の
み
な
ら
ず
、言
語
学
や
脳
科
学
か
ら
の
新
し
い

ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要

●
酒
井
邦
嘉

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科 

助
教
授

　

著
者
の
上
農
氏
と
は
、
第
三
〇
回
言
語
・
聴
能
教
育
実
践
夏
期
講
座
（
二
〇
〇
三
年
）
で
初
め
て
お
会
い
し
た
ば
か
り

で
あ
る
が
、
真
摯
な
そ
し
て
優
し
い
眼
差
し
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
ま
さ
に
上
農
氏
の
真
摯
で
優
し
い
心
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
該
博
な
知
識
と
教
育
の
実
践
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
著
者
渾
身
の
教
育
論
で
あ
る
。

　
「
た
っ
た
ひ
と
り
の
ク
レ
オ
ー
ル
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
逆
説
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
書
が
対
象
と
す
る
聴
覚
障

害
児
教
育
の
困
難
な
現
状
を
象
徴
し
て
い
る
。
ク
レ
オ
ー
ル
と
は
、
不
完
全
な
言
語
環
境
で
育
っ
た
子
供
た
ち
が
自
然
に

生
み
出
す
、
完
全
な
文
法
規
則
を
備
え
た
言
語
の
こ
と
で
あ
る
。
共
通
の
言
葉
で
な
け
れ
ば
仲
間
同
士
で
話
が
通
じ
な
い

の
だ
か
ら
、
た
っ
た
ひ
と
り
し
か
使
わ
な
い
ク
レ
オ
ー
ル
は
本
来
言
葉
と
し
て
使
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
聴

者
で
あ
る
母
親
と
ろ
う
者
で
あ
る
子
供
の
間
で
は
、
母
の
音
声
が
完
全
に
は
子
に
伝
わ
ら
ず
、
母
の
手
話
も
不
完
全
で
あ

る
た
め
に
、
音
声
ま
た
は
手
話
を
通
し
て
ク
レ
オ
ー
ル
化
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
も
ク
レ
オ
ー
ル
化
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が
成
功
し
て
意
思
の
疎
通
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
社
会
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
か
ら
孤
立
し
た
言

語
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
奥
深
い
矛
盾
で
あ
る
。

　

わ
が
国
の
ろ
う
学
校
の
教
員
が
ほ
と
ん
ど
聴
者
で
あ
る
と
い
う
現
状
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
聴
覚
障
害
児

教
育
は
、
聞
こ
え
な
い
子
供
た
ち
を
い
か
に
聴
者
の
社
会
に
「
統
合
（
イ
ン
テ
グ
レ
ー
ト
）」
す
る
か
、
と
い
う
視
点
が
主

流
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
不
完
全
な
音
声
言
語
に
基
づ
く
「
た
っ
た
ひ
と
り
の
ク
レ
オ
ー
ル
」
を
現
実
に
生
み
出
し
て

来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
、
こ
の
過
酷
な
状
況
を
経
て
大
人
に
な
っ
た
人
た
ち
の
心
の
葛
藤
が
、
実
際
の

例
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
聞
こ
え
な
い
子
供
た
ち
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
と
さ
れ
る
教
育
と
は
何
だ
ろ
う
か
、
い

っ
た
い
何
が
保
障
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
問
題
提
起
の
重
要
性
は
、
聴
者
か
ら
ろ
う
者
へ
の
視

点
の
転
換
に
あ
る
。

　

二
〇
〇
三
年
五
月
二
七
日
、
全
国
の
ろ
う
児
と
そ
の
親
た
ち
一
〇
七
人
が
、「
日
本
手
話
を
ろ
う
教
育
の
選
択
肢
の
ひ

と
つ
と
す
る
こ
と
」
を
求
め
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
対
し
人
権
救
済
の
申
し
立
て
を
し
た
。
こ
れ
は
、
ろ
う
者
の
視
点

に
立
っ
た
改
革
の
確
実
な
前
進
の
兆
し
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
新
生
児
聴
覚
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
が
各
地
で
実
施
さ

れ
、
聴
覚
障
害
の
「
早
期
発
見
」
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
聴
器
の
装
着
や
人
工
内
耳
の
手
術
は
、
未

だ
聴
覚
の
補
助
的
役
割
を
果
た
す
の
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
著
者
は
、
あ
く
ま
で
冷
静
に
、「
私
の
目

に
は
状
況
は
む
し
ろ
「
混
迷
」
の
只
中
に
突
入
し
始
め
た
と
い
う
方
が
は
る
か
に
事
実
に
即
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」

と
分
析
し
て
い
る
。
聞
こ
え
な
い
子
供
た
ち
の
た
め
の
教
育
環
境
の
整
備
は
、
決
し
て
他
人
事
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
焦
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眉
の
急
で
あ
る
。

　

本
書
の
最
後
で
は
、
聴
覚
障
害
児
教
育
に
お
け
る
読
み
書
き
能
力
（
書
記
日
本
語
）
の
獲
得
の
問
題
が
掘
り
下
げ
ら
れ

て
い
る
。
日
本
手
話
を
母
語
と
し
て
獲
得
さ
せ
、
第
二
言
語
と
し
て
書
記
日
本
語
の
習
得
を
目
指
そ
う
と
す
る
「
バ
イ
リ

ン
ガ
ル
・
バ
イ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
（
二
言
語
二
文
化
）
教
育
」
を
、
著
者
は
基
本
的
に
支
持
し
て
い
る
が
、
理
想
論
に
陥
る
こ

と
な
く
現
状
の
分
析
は
や
は
り
冷
徹
で
あ
る
。
実
際
、
手
話
の
視
覚
的
音
韻
（
手
指
の
動
き
や
、
う
な
ず
き
、
視
線
の
方
向
な

ど
）
を
文
字
の
音
韻
に
転
換
す
る
際
の
問
題
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
に
は
、
教
育
学
の
み
な
ら

ず
言
語
学
や
脳
科
学
か
ら
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
「
聞
こ
え
な
い
と
い
う
身
体
状
況
で
こ
の
世
界
に
や
っ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
が
、
聞
こ
え
な
い
人
と
し
て
大
切
に
さ
れ
、

き
ち
ん
と
し
た
教
育
を
受
け
、
こ
の
世
界
の
成
り
立
ち
を
し
っ
か
り
認
識
し
、
愛
す
る
者
と
出
会
い
、
立
派
な
聞
こ
え
な

い
人
と
し
て
、
堂
々
と
、
そ
し
て
、
静
か
に
生
き
て
い
け
る
│
│
そ
の
よ
う
な
状
況
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
一
体
何

が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。」
こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
本
書
は
、
多
く
の
人
々
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
続
け
る
に
違
い
な
い
。

 

（
書
き
下
ろ
し
）

さ
か
い
・
く
に
よ
し

一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
年
）、
東
京
に
生
ま
れ
る

一
九
八
七
年
、
東
京
大
学
理
学
部
物
理
学
科
卒
業
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一
九
九
二
年
、
同
大
大
学
院
理
学
系
研
究
科
博
士
課
程
修
了

理
学
博
士
。
同
年
、
同
大
医
学
部
助
手

一
九
九
五
年
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
医
学
部
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー

M
IT

言
語
・
哲
学
科
訪
問
研
究
員
を
経
て

現
在
、
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
助
教
授

●
著
書

『
心
に
い
ど
む
認
知
脳
科
学
』（
岩
波
書
店
）

『
言
語
の
脳
科
学　

脳
は
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
生
み
だ
す
か
』（
中
公
新
書
・
中
央
公
論
新
社
）
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障
害
の
子
ど
も
た
ち
が「
統
合
」を

求
め
て
き
た
こ
と
を
も
っ
と
も
だ
と
思
う
立
場
を
維
持
し
た
上
で
も
、

著
者
の「
統
合
」否
定
は
わ
か
る

●
立
岩
真
也

立
命
館
大
学
大
学
院
先
端
総
合
学
術
研
究
科
助
教
授

　

最
近
出
た
上
農
正
剛
の
本
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
珍
し
い
名
前
の
人
だ
が
「
う
え
の
う
せ
い
ご
う
」
と
読
む
。
一
九
五

四
年
生
、
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
の
個
人
指
導
に
一
七
年
間
携
わ
る
。
一
九
九
九
年
よ
り
九
州
保
健
福
祉
大
学
保
健
科
学
部

言
語
聴
覚
療
法
学
科
専
任
講
師
。
ク
レ
オ
ー
ル
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
が
長
く
な
る
の
で
解
説
は
略
。

　

副
題
は
「
聴
覚
障
害
児
教
育
に
お
け
る
言
語
論
と
障
害
認
識
」
と
い
う
こ
の
本
の
こ
と
に
入
る
前
に
、
ご
く
ご
く
短
く

す
る
と
次
の
よ
う
な
指
摘
、
主
張
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
の
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

　

自
分
た
ち
が
使
う
手
話
は
日
本
語
に
身
振
り
を
対
応
さ
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
独
立
し
た
別
の
言
語
で
あ
り
、
そ
の
自

分
た
ち
は
独
自
の
文
化
、「
ろ
う
文
化
」
を
有
す
る
集
団
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
の
「
聾
者
」
で
あ
る
（
聾
者
で
な
い
人
に

な
り
た
い
の
で
は
な
く
、「
聴
覚
障
害
者
」
と
は
呼
ば
れ
た
く
な
い
）。
こ
の
よ
う
に
事
実
認
識
の
変
更
の
要
求
と
自
ら
の
あ
り
方

に
つ
い
て
の
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
数
年
、
関
連
し
て
か
な
り
の
数
の
本
が
出
て
い
る
。
私
は
ほ
と
ん
ど
追
え
て

い
な
い
。
別
の
回
で
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
う
。
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さ
て
、
手
話
は
言
語
で
、
聾
者
に
は
聾
者
の
文
化
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
ま
ず
は
も
っ
と
も
、
そ
の
通
り
と
言
う
他
な

い
。
そ
れ
を
人
が
知
ら
な
い
な
ら
周
知
さ
せ
る
た
め
に
繰
り
返
す
必
要
は
あ
る
が
、
知
る
だ
け
な
ら
ひ
と
ま
ず
知
れ
ば
一

段
落
つ
く
こ
と
で
は
あ
る
。
そ
し
て
上
農
の
こ
の
本
は
講
演
を
集
め
た
も
の
だ
と
い
う
か
ら
、
や
は
り
そ
ん
な
本
か
も
し

れ
な
い
と
思
い
、
正
直
な
と
こ
ろ
を
言
え
ば
、
読
む
前
に
そ
れ
ほ
ど
の
期
待
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
本
は
、
実
際
に

は
そ
れ
で
終
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
は
た
し
か
に
（
論
文
も
含
む
が
多
く
は
）
講
演
を

収
録
し
た
本
な
の
だ
が
、
知
っ
て
い
る
人
は
知
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
薄
め
て
繰
り
返
し
た
も
の
を
集
め
た
本

に
は
な
っ
て
い
な
い
。
聴
衆
と
の
間
に
緊
張
を
生
じ
さ
せ
る
大
切
な
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
、
実
際
に
語
っ
た
、
緊
張
感
を

伴
う
言
葉
の
記
録
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

◇ 　
　
　
　
　

◇

　

た
と
え
ば
一
九
九
七
年
、
文
字
放
送
の
こ
と
や
国
際
交
流
の
こ
と
が
た
く
さ
ん
語
ら
れ
た
難
聴
児
の
親
の
会
の
会
議
で

の
講
演
で
筆
者
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
私
の
目
に
は
、
足
下
を
踏
み
固
め
た
後
で
な
け
れ
ば
言
っ
て
も
仕
方
の
な
い
事

柄
が
次
か
ら
次
に
熱
心
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
足
下
に
あ
る
切
実
な
現
実
の
問

題
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
か
議
論
す
る
順
番
が
根
本
的
に
違
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
複
雑
な
思
い
が
最
後
ま
で
消
え
ま
せ
ん
で
し
た
。」（
三
〇
ペ
ー
ジ
）

　

そ
ん
な
こ
と
は
こ
の
（
医
療
や
教
育
や
福
祉
や
…
の
）
業
界
で
は
よ
く
あ
る
、
と
思
っ
た
人
が
い
る
は
ず
だ
。
た
い
て
い

の
講
演
は
、
あ
ら
か
じ
め
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
場
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
話
さ
れ
る
。
講
演
に
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限
ら
な
い
。
時
に
は
何
か
を
言
わ
な
い
た
め
に
別
の
何
か
を
│
│
多
分
そ
れ
自
体
は
間
違
い
で
は
な
い
何
か
を
│
│
言
う

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
講
演
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
し
て
言
わ
れ
る
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
な
い
こ
と
自
体
を
問
題
に

し
、
批
判
し
よ
う
と
す
る
相
手
が
い
る
場
で
話
し
て
い
る
。
し
か
し
大
切
な
こ
と
だ
か
ら
言
お
う
と
思
う
の
だ
し
、
や
は

り
聞
き
た
い
人
が
い
る
か
ら
彼
も
招
か
れ
話
し
に
行
く
の
だ
。

　

さ
て
何
が
問
題
と
さ
れ
な
い
問
題
な
の
か
。「
聴
覚
口
話
法
」
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
こ
の
方
法
は
「
補
聴
器
の
活
用

に
よ
り
残
存
能
力
を
活
用
さ
せ
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
聴
覚
障
害
児
に
音
声
言
語
の
能
力
（
聞
き
取
り
と
発
音
）
を
獲
得

さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
言
語
指
導
法
」（
四
一
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
手
話
へ
の
評
価
が
少
し
変
わ

っ
て
き
た
こ
と
に
も
伴
い
い
さ
さ
か
の
変
化
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
今
ま
で
主
流
の
方
法
だ
。
し
か
し
筆
者
は
そ
れ
が

う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
多
く
あ
る
こ
と
、
だ
が
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
結

果
さ
ら
に
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
を
言
う
。

　

実
際
に
は
聞
こ
え
な
い
の
に
聞
こ
え
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
場
、
聞
こ
え
な
け
れ
ば
努
力
が
足
り
な
い
と
さ
れ
る
場
に

い
る
子
ど
も
た
ち
の
経
験
、
そ
う
し
た
場
を
経
て
大
人
に
な
っ
て
い
く
人
た
ち
の
経
験
が
描
か
れ
る
。
現
実
が
こ
う
し
て

作
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
な
と
思
う
。
そ
れ
が
さ
き
に
筆
者
が
「
足
下
に
あ
る
切
実
な
現
実
の

問
題
」
と
述
べ
た
問
題
だ
。
引
用
の
続
き
は
以
下
。

　
「
一
言
で
言
え
ば
、
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
状
を
直
視
し
て
い
る
者
に
は
、
現
実
か
ら
、
か
な
り
距
離
の
あ
る
所

の
話
で
あ
り
、
真
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
の
優
先
順
序
か
ら
す
る
と
、
取
り
組
む
問
題
の
順
番
が
何
か
基
本
的

に
ズ
レ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
風
景
で
し
た
。」（
三
〇
ペ
ー
ジ
）

　

そ
の
「
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
注
で
は
「
統
合
教
育
。
障
害
児
を
通
常
学
校
に
「
統
合
」
し
、
非
障
害
児
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と
一
緒
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
教
育
方
法
。
聴
覚
障
害
児
の
場
合
は
、
聾
学
校
に
行
く
の
で
は
な
く
、
聴
児
た
ち
の
通
う

通
常
学
級
で
学
ば
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。」（
二
七
ペ
ー
ジ
）
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
世
界
に
独
特
な
略
し
方
で
「
イ
ン

テ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
し
て
と
く
に
当
人
た
ち
か
ら
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
と
完
全
に

同
じ
立
場
か
ら
で
は
な
い
に
し
て
も
、
著
者
も
ま
た
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
聴
覚
口
話
法
で
な
ん
と
か
な
る
こ
と
に
さ
れ

た
上
で
、
そ
の
子
は
聴
覚
に
障
害
の
な
い
子
と
い
っ
し
ょ
の
「
統
合
さ
れ
た
環
境
」
に
置
か
れ
る
の
だ
が
、
な
ん
と
か
な

ら
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
で
困
る
の
は
そ
の
子
た
ち
だ
と
言
う
。

　

他
方
、
多
く
は
身
体
障
害
や
知
的
障
害
の
子
ど
も
た
ち
や
そ
の
親
の
中
に
、「
統
合
」
を
求
め
、
そ
し
て
認
め
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
い
る
。
私
は
そ
の
人
た
ち
の
主
張
が
も
っ
と
も
だ
と
思
っ
て
き
た
し
、
そ
れ
は
今
で
も
変
わ
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
立
場
を
維
持
し
た
上
で
も
、
著
者
の
言
う
こ
と
は
わ
か
る
、
二
つ
は
両
立
し
う
る
と
思
う
。
だ
が
そ

う
思
い
な
が
ら
も
、
こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
前
に
、
こ
こ
に
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
を

ど
う
考
え
る
か
、
こ
の
課
題
が
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
と
ば
か
り
は
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
が
、
お
も
し
ろ
い
。

　

そ
し
て
聴
覚
障
害
の
人
が
教
育
を
受
け
言
葉
を
使
っ
て
い
く
上
で
の
困
難
は
、
一
方
で
日
本
手
話
を
第
一
の
言
語
と
し

な
が
ら
、
そ
の
次
の
言
語
と
し
て
日
本
語
を
習
得
す
る
と
い
う
「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
」
と
い
う
│
│
多
く
の
聾
者
の
支
持
を

受
け
て
き
て
い
る
│
│
方
向
を
と
っ
て
も
完
全
に
解
消
さ
れ
は
し
な
い
。
ま
ず
、
二
つ
の
大
き
く
異
な
る
（
が
そ
の
こ
と

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
）
言
語
を
学
ぶ
こ
と
自
体
が
な
か
な
か
た
い
へ
ん
そ
う
だ
。

　

教
育
の
現
場
に
「
自
然
」
に
お
い
て
お
け
ば
そ
の
う
ち
な
ん
と
か
な
る
（
こ
と
に
す
る
）
と
い
っ
た
態
度
が
あ
る
が
、

実
際
に
は
な
ん
と
も
な
ら
ず
、
そ
れ
で
不
利
益
を
被
る
の
は
聴
覚
障
害
の
子
た
ち
、
や
が
て
は
大
人
な
の
だ
と
著
者
は
言

う
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
だ
が
そ
う
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
た
く
さ
ん
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
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い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
著
者
の
答
は
そ
う
い
う
答
だ
と
も
言
え
る
│
│
正
確
に
紹
介
し
な
い
と
誤
解
さ

れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
は
読
ん
で
い
た
だ
く
と
し
よ
う
。

　

な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
聴
児
に
比
し
た
場
合
、
聴
覚
障
害
の
子
は
多
く
苦
労
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ

し
て
苦
労
し
て
同
じ
だ
け
に
な
る
の
も
容
易
で
な
い
よ
う
に
も
思
う
。
と
な
る
と
、
や
は
り
聴
覚
障
害
の
子
ど
も
・
人
が

損
を
し
て
い
る
感
じ
は
残
り
、
そ
の
こ
と
に
納
得
で
き
な
い
部
分
は
残
る
。
こ
れ
は
、
聴
覚
障
害
の
人
に
固
有
な
部
分
も

あ
る
と
と
も
に
、
多
数
派
の
中
に
い
る
様
々
な
（
言
語
的
・
文
化
的
）
少
数
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
や
っ
て
い
っ
た
ら
よ
い

の
か
、
あ
る
い
は
多
数
派
は
ど
の
よ
う
に
対
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

◇ 　
　
　
　
　

◇

　

む
ろ
ん
著
者
も
そ
の
こ
と
を
考
え
な
い
わ
け
が
な
い
。
主
に
は
後
半
で
展
開
さ
れ
る
「
障
害
受
容
」
で
な
く
「
障
害
認

識
」
を
と
い
う
提
起
が
こ
の
問
い
へ
の
筆
者
の
応
じ
方
で
あ
る
。

　

聴
覚
障
害
者
に
限
ら
ず
、
障
害
受
容
と
い
う
言
葉
に
む
っ
と
く
る
障
害
者
は
と
て
も
多
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
も
知
ら

な
い
人
も
ま
た
多
い
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
否
定
こ
そ
障
害
が
受
容
で
き
て
い
な
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
。
そ
う

言
わ
れ
る
相
手
は
、
そ
の
よ
う
に
言
い
く
る
め
ら
れ
て
し
ま
う
言
葉
と
し
て
の
こ
の
言
葉
が
不
快
で
あ
る
と
い
う
の
に
、

で
あ
る
。

　

著
者
は
こ
の
言
葉
が
機
能
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
言
わ
れ
る
当
人
が
納
得
で
き
な
い
理
由
を
第
八
章
「
障
害
「
受
容
」
か

ら
障
害
「
認
識
」
へ
」
で
解
析
す
る
│
│
こ
の
章
は
『
紀
要
』
の
論
文
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
方
で
「
障
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害
受
容
」
を
言
い
な
が
ら
、
他
方
で
聴
覚
口
話
法
を
教
え
る
こ
と
が
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
病
者
や
障
害
者
に
関
わ
る
仕
事
を
し
て
い
る
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
を
毎
日
し
て
い
る
か
も
、
と
思
わ
な
い
人
は
少

な
い
は
ず
だ
。

　

そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
著
者
は
、「
障
害
認
識
」
を
対
置
さ
せ
る
。
つ
ま
り
先
に
私
が
述
べ
た
、「
結
局
た
く
さ
ん

勉
強
し
ろ
っ
て
こ
と
か
い
」
と
い
う
疑
問
に
「
障
害
を
受
容
し
な
さ
い
（
そ
れ
に
関
わ
る
不
利
に
つ
い
て
は
が
ま
ん
し
な
さ

い
）」
と
い
う
の
で
な
い
障
害
の
捉
え
方
、
認
識
を
も
つ
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
答
え
る
。
そ
の
中
味
は
本
に
書
い
て
あ

る
。
私
は
基
本
的
に
そ
れ
に
異
論
が
な
い
。「
認
識
す
れ
ば
（
認
識
を
変
え
れ
ば
）
そ
れ
で
よ
い
の
か
」
と
言
う
人
も
い
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
「
そ
ん
な
こ
と
は
誰
も
言
っ
て
い
な
い
」
と
ま
ず
答
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
見

方
を
変
え
る
こ
と
の
大
切
さ
は
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
確
実
に
あ
る
と
言
え
る
は
ず
だ
。
た
だ
さ
ら
に
そ
の
上
で
な
お
考
え

る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
こ
う
し
て
こ
の
本
は
現
に
存
在
す
る
（
が
あ
ま
り
詰
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
）
課
題
を
私
た
ち
に
示

し
て
い
く
。

　
　
　
　
　

◇　
　
　
　
　

◇ 　
　
　
　
　

◇

　

筆
者
は
『
現
代
思
想
』
二
〇
〇
三
年
一
一
月
号
（
青
土
社
、
税
込
一
三
〇
〇
円
、
特
集
：
争
点
と
し
て
の
生
命
）
に
も
「
医
療

の
論
理
、
言
語
の
論
理
│
│
聴
覚
障
害
児
に
と
っ
て
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
と
は
何
か
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
。
こ
の

論
文
も
こ
の
特
集
も
紹
介
し
よ
う
と
思
っ
た
が
紙
数
が
尽
き
た
。
私
も
書
い
て
い
て
、
そ
の
分
は
手
前
味
噌
だ
が
、
こ
の

特
集
号
は
お
勧
め
で
す
。 

（
初
出
●
『
看
護
教
育
』
二
〇
〇
三
年
一
二
月
号
、
発
行
・
医
学
書
院
）
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た
て
い
わ
・
し
ん
や

一
九
六
〇
年
、
佐
渡
島
に
生
ま
れ
る

一
九
九
〇
年
東
京
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了

立
命
館
大
学
大
学
院
先
端
総
合
学
術
研
究
科
助
教
授
。
専
攻
、
社
会
学

●
著
書

『
自
由
の
平
等
│
│
簡
単
で
別
な
姿
の
世
界
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）

『
弱
く
あ
る
自
由
へ
│
│
自
己
決
定
・
介
護
・
生
死
の
技
術
│
│
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）

『
私
的
所
有
論
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
七
年
九
月
）
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直
接
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
書
物
は
、

聴
覚
障
害
者
に
と
っ
て
健
聴
者
以
上
に
重
要

●
福
嶋　

聡

ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
・
池
袋

　

一
一
月
一
一
日
（
火
）
竹
内
敏
晴
氏
、
一
二
日
（
水
）
石
井
正
之
氏
と
、
ぼ
く
が
担
当
す
る
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
二

夜
連
続
で
あ
っ
た
。
両
日
と
も
手
話
通
訳
の
方
に
来
て
い
た
だ
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
聴
覚
障
害
者
の
お
客
様
の
参
加
が
あ

っ
た
か
ら
だ
。

　

経
緯
は
こ
う
で
あ
る
。
一
〇
月
二
六
日
（
日
）
の
夜
、
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
受
付
を
担
当
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
コ
ー

ナ
ー
か
ら
内
線
が
あ
り
、「
一
一
日
と
一
二
日
の
ト
ー
ク
、
手
話
通
訳
を
付
け
て
い
た
だ
け
る
な
ら
参
加
し
た
い
と
い
う

お
客
様
が
お
見
え
な
の
で
す
が
…
…
」
と
告
げ
ら
れ
た
。
最
初
虚
を
つ
か
れ
た
ぼ
く
は
程
な
く
ハ
ッ
と
思
い
当
た
り
、
す

ぐ
に
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
に
向
か
っ
た
。
予
想
通
り
、
そ
の
お
客
様
は
、
そ
の
日
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
れ
て

い
た
、
聴
覚
障
害
を
持
つ
Ｔ
さ
ん
だ
っ
た
。

　

そ
の
日
の
ト
ー
ク
は
、
講
談
社
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
取
っ
た
『
こ
ん
な
夜
更
け
に
バ
ナ
ナ
か
よ
』（
渡
辺
一
史
著
、

北
海
道
新
聞
社
）
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
。
開
演
前
に
会
場
で
あ
る
四
階
喫
茶
に
い
た
ぼ
く
は
、
Ｔ
さ
ん
の
存
在
に

気
づ
き
、
担
当
者
か
ら
講
師
の
手
配
で
手
話
通
訳
の
方
も
来
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
時
の
ぼ
く
は
、「
な
る
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ほ
ど
、
テ
ー
マ
が
テ
ー
マ
だ
け
に
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
な
。」
と
い
う
程
度
の
認
識
だ
っ
た
。
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ

ー
か
ら
の
内
線
に
ハ
ッ
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
日
の
状
況
が
、
約
二
週
間
後
に
自
分
が
企
画
し
て
い
る
ト

ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
を
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
不
明
を
恥
じ
た
の
で
あ
る
。

　

竹
内
氏
は
ほ
ぼ
成
人
す
る
ま
で
難
聴
者
と
し
て
苦
し
み
、
言
葉
を
自
由
に
操
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
四
〇
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
、
と
い
う
演
出
家
で
あ
る
。
九
七
年
に
『
顔
面
漂
流
記
』
で
「
顔
に
ア
ザ
の
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
と
し
て
デ

ビ
ュ
ー
し
た
石
井
氏
の
今
回
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
本
は
『
肉
体
不
平
等
』
だ
。
聴
覚
障
害
を
持
つ
Ｔ
さ
ん
が
何
と
し
て
も

「
聞
き
」
た
い
、
と
思
う
の
は
、
当
然
で
あ
っ
た
。
手
話
の
出
来
な
い
ぼ
く
は
、
Ｔ
さ
ん
と
筆
談
で
「
会
話
」
し
な
が
ら
、

何
と
か
努
力
し
て
ご
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
約
束
し
た
。

　

さ
っ
そ
く
、
翌
日
か
ら
い
く
つ
か
の
方
面
に
助
力
を
依
頼
し
、
竹
内
さ
ん
の
伝
手
で
紹
介
さ
れ
た
通
訳
者
の
方
に
両
日

と
も
お
願
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
Ｔ
さ
ん
へ
の
連
絡
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
行
な
い
、
も
ち
ろ
ん
Ｔ
さ
ん
は
両
日
と
も
参
加
下

さ
っ
た
。
終
了
後
「
参
加
で
き
て
と
て
も
有
意
義
だ
っ
た
」
と
い
う
内
容
の
感
謝
の
メ
ー
ル
を
下
さ
り
、「
こ
れ
か
ら
も

参
加
し
た
い
企
画
が
あ
れ
ば
、
無
理
を
お
願
い
し
た
い
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
ぼ
く
は
「
で
き
る
か
ぎ
り
努
力
す
る
の
で
、

遠
慮
な
く
申
し
出
て
下
さ
い
」
と
返
信
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
ポ
ッ
ト
出
版
の
、『
た
っ
た
ひ
と
り
の
ク
レ
オ
ー
ル
』
を
た
ま
た
ま
読
ん
で
い
た
の
も
不
思
議
な

縁
だ
っ
た
。
こ
の
本
は
、
長
年
聴
覚
障
害
児
・
難
聴
児
の
教
育
に
携
わ
り
、
ま
た
思
索
を
深
め
て
き
た
上
農
正
剛
氏
が
論

文
や
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
世
界
に
余
り
縁
の
な
い
ぼ
く
に
も
、
極
め
て
刺
激
的
で
示
唆
的
な
本
で

あ
っ
た
。

　

周
囲
の
無
理
解
や
、
皮
肉
に
も
も
っ
と
も
近
し
い
人
た
ち
で
あ
る
親
や
医
師
、
教
師
た
ち
の
い
わ
ば
「
善
意
」（
実
は
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エ
ゴ
イ
ズ
ム
）
に
よ
っ
て
、
聴
覚
障
害
児
・
者
が
い
か
に
不
利
益
を
蒙
っ
て
き
た
か
が
、
切
々
と
語
ら
れ
る
。
教
育
実
践

者
で
あ
る
と
同
時
に
哲
学
研
究
者
で
あ
る
上
農
氏
は
、
具
体
的
な
事
例
を
掲
げ
な
が
ら
も
声
高
な
告
発
を
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
こ
と
の
本
質
を
冷
静
に
見
極
め
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
聴
覚
障
害
児
・
者
へ
の
寄
与
を
目

指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

た
く
さ
ん
の
人
に
掛
け
値
な
し
に
薦
め
た
い
、
新
鮮
な
刺
激
に
満
ち
た
こ
の
本
は
、
読
者
一
人
ひ
と
り
に
多
く
の
発
見

を
も
た
ら
し
、
新
た
な
思
考
を
促
す
と
思
わ
れ
る
が
、
書
店
人
で
あ
る
ぼ
く
に
と
っ
て
、
特
に
重
要
に
思
わ
れ
た
の
は
、

聴
覚
障
害
者
に
と
っ
て
、「
聴
覚
口
話
法
」「
書
記
日
本
語
」「
手
話
」
が
、
全
く
別
個
の
言
語
で
あ
り
、（
ぼ
く
ら
が
想
像

す
る
よ
う
に
、
た
と
え
「
翻
訳
」
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
あ
る
種
の
リ
ン
ク
が
張
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
）
そ
れ
ぞ
れ
の
間
は
完
全
に

寸
断
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

話
題
に
な
っ
た
本
の
著
者
に
来
て
い
た
だ
い
て
話
を
し
て
も
ら
う
「
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
企
画
に
お
い
て
、

本
と
ト
ー
ク
は
地
続
き
で
あ
る
。
内
容
的
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
本
を
書
く
と
い
う
行
為
と
、
語
る
と
い
う

行
為
、
即
ち
書
か
れ
た
表
現
と
語
ら
れ
た
表
現
は
、
地
続
き
で
あ
る
。
ぼ
く
は
、
確
か
に
そ
う
思
っ
て
い
た
。
で
な
け
れ

ば
、
著
書
を
め
ぐ
っ
て
語
っ
て
下
さ
い
と
著
者
に
依
頼
す
る
「
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
企
画
自
体
が
生
ま
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
明
ら
か
に
聴
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。「
聴
覚
口
話
法
」
と
「
書
記
日
本
語
」
は
ふ
た
つ
の

別
々
の
言
語
な
の
だ
。
聴
覚
障
害
者
は
「
書
記
日
本
語
」
に
よ
る
書
物
に
は
直
接
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
書
物

を
巡
る
「
ト
ー
ク
」
に
触
れ
る
た
め
に
は
、
手
話
通
訳
者
の
介
在
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。「
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
に

お
け
る
前
述
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
物
語
る
の
は
、
こ
の
単
純
な
、
し
か
し
重
要
な
事
実
な
の
だ
。

　

ぼ
く
ら
書
店
人
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
の
は
、
直
接
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
書
物
と
い
う
形
態
が
、
聴
覚
障
害
者
に
と
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っ
て
健
聴
者
以
上
に
重
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
農
氏
に
よ
れ
ば
、
読
書
を
通
じ
て
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
乗
り

越
え
、「
エ
リ
ー
ト
」
へ
の
道
を
た
ど
っ
た
聴
覚
障
害
児
も
多
い
と
い
う
。
た
だ
し
、「
多
く
は
自
分
一
人
だ
け
で
没
頭
し

た
読
書
や
暗
記
型
の
勉
強
で
身
に
つ
け
た
も
の
」（『
た
っ
た
ひ
と
り
の
ク
レ
オ
ー
ル
』
四
一
九
頁
）
で
し
か
な
い
経
験
や
知
識

は
、
聴
覚
障
害
者
「
エ
リ
ー
ト
」
に
と
っ
て
新
た
な
問
題
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、「
書
記
日
本
語
」
に
習
熟
す
る
こ
と
が
、

逆
に
「
日
本
手
話
」
の
習
得
に
弊
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。（
こ
こ
で
は
十
分
に
紹
介
で
き
な
い
の
で
、

是
非
『
た
っ
た
ひ
と
り
の
ク
レ
オ
ー
ル
』
を
お
読
み
下
さ
い
。
重
ね
て
、
推
薦
し
ま
す
。）

　

し
か
し
、「
読
書
と
は
書
か
れ
た
言
葉
を
通
し
て
『
他
者
』
の
思
考
と
出
会
う
体
験
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
異
文
化
理

解
へ
の
非
常
に
重
要
な
入
り
口
」（
同
二
二
〇
頁
）
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、「『
他
者
』
の
思
考
と
出
会
う
体
験
」

が
人
間
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
書
物
が
聴
覚
障
害
者
に
と
っ
て
健
聴
者
以
上
に
重
要
だ
と
言
っ
て
も
誤

り
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

　

な
ら
ば
、
書
店
現
場
に
も
っ
と
聴
覚
障
害
を
持
つ
お
客
様
が
い
ら
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
の

は
、
手
話
通
訳
を
含
め
て
、
わ
れ
わ
れ
書
店
側
に
、
そ
う
し
た
お
客
様
を
迎
え
る
準
備
と
構
え
が
そ
も
そ
も
出
来
て
い
な

い
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

｢

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン｣

で
の
手
話
通
訳
の
依
頼
。
ほ
ん
の
小
さ
な
出
来
事
が
、
こ
ん
な
反
省
に
ま
で
、
ぼ
く
を
連
れ

て
来
て
く
れ
た
。

 

（
初
出
●
人
文
書
院
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
連
載
コ
ラ
ム
『
本
屋
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
』
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
六
日
）
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ふ
く
し
ま
・
あ
き
ら

一
九
五
六
年
に
生
ま
れ
る

京
都
大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業

一
九
八
二
年
・
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
に
就
職
、
サ
ン
パ
ル
店(

神
戸)

勤
務

一
九
八
八
年
・
京
都
店
、
人
文
書
売
り
場
を
担
当
、
の
ち
副
店
長

仙
台
店
店
長
を
経
て
、
現
在
、
池
袋
本
店
副
店
長

●
著
書

『
劇
場
と
し
て
の
書
店
』（
新
評
論
）

『
書
店
人
の
し
ご
と̶
SA

時
代
の
販
売
戦
略
』（
三
一
書
房
）

『
書
店
人
の
こ
こ
ろ
』（
三
一
書
房
）
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