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チ
ャ
レ
ン
ジ

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

こ
の
音
声
問
題
は
、
第
三
学
年
国
語
問
題
の
冒
頭
に
放
送
す
る
も
の
で
す
。

は
じ
め
に
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
し
ょ
う
。
今
か
ら
一
回
だ
け
、
音
声
に
よ
る
問
題
を
放
送
し
ま
す
。
よ
く
聞
い
て
、
あ
と
の
問
い

に
答
え
て
く
だ
さ
い
。
問
題
用
紙
は
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。
表
紙
の
あ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
メ
モ
を
取
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

山
本
さ
ん
は
、
家
族
で
旅
行
に
行
っ
た
際
に
、「
能
楽
も
の
し
り
館
」
に
行
き
ま
し
た
。「
能
楽
も
の
し
り
館
」
に
は
、
能
楽
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
資
料

が
紹
介
し
て
あ
り
、
立
派
な
能
舞
台
も
あ
り
ま
し
た
。
表
紙
に
示
し
て
あ
る
の
は
、
能
楽
も
の
し
り
館
に
あ
っ
た
、
音
声
で
能
楽
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る

音
声
ガ
イ
ド
の
画
面
で
す
。
こ
の
音
声
ガ
イ
ド
は
、
画
面
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
音
声
で
説
明
が
流
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

山
本
さ
ん
が
、
ま
ず
①
番
の
ボ
タ
ン
を
押
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
音
楽
と
説
明
が
流
れ
て
き
ま
し
た
。

（
能
楽
の
謡
い
を
十
秒
間
流
す
。）

う
た

「
み
な
さ
ん
、
能
楽
も
の
し
り
館
に
よ
う
こ
そ
。
能
楽
は
日
本
の
伝
統
芸
能
で
あ
り
、
歌
や
舞
い
の
あ
る
音
楽
劇
で
す
。
み
な
さ
ん
は
今
流
れ
た
音
楽
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
こ
の
音
楽
は
謡
い
と
言
い
、
能
楽
で
謡
わ
れ
る
も
の
で
す
。」

山
本
さ
ん
は
、
次
に
、
②
番
の
ボ
タ
ン
を
押
し
ま
し
た
。

「
能
楽
の
最
大
の
特
徴
は
、
最
小
限
の
動
き
で
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
で
す
。
笑
い
声
や
泣
き
声
は
な
く
、
悲
し
い
時
に
は
少
し
う
つ
む
き
ま
す
。
こ
れ

を
ク
モ
ル
と
言
い
ま
す
。
も
っ
と
悲
し
い
場
合
に
は
手
の
ひ
ら
を
目
の
あ
た
り
に
近
づ
け
ま
す
。
こ
れ
を
シ
オ
ル
と
言
い
ま
す
。
う
れ
し
い
時
に
は
少
し
上

を
向
き
ま
す
。
こ
れ
を
テ
ル
と
言
い
ま
す
。
怒
り
な
ど
強
い
意
思
を
表
す
時
は
顔
を
対
象
物
に
向
け
ま
す
。
こ
れ
を
面
を
キ
ル
と
言
い
ま
す
。
場
合
に
よ

お
も
て

っ
て
は
主
役
で
あ
っ
て
も
十
分
以
上
動
か
ず
座
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
演
技
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。
地
謡
と
言
わ
れ
る
バ
ッ
ク

じ

う
た
い

コ
ー
ラ
ス
に
気
持
ち
を
表
現
さ
せ
て
、
じ
っ
と
し
た
ま
ま
感
情
を
表
現
す
る
の
で
す
。」

次
に
③
番
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

「
能
楽
の
歴
史
は
古
く
、
奈
良
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
芸
術
性
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
室
町
時
代
と
言
わ
れ
、
そ
の
後
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、

な

ら

む
ろ
ま
ち

お

だ

の
ぶ
な
が

と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

徳
川
家
康
な
ど
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
音
楽
劇
で
あ
る
能
楽
は
、
美
し
い
舞
台
芸
術
と
し
て
長
い
歴
史
を
持
ち
、
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
て

と
く
が
わ
い
え
や
す

い
ま
す
。」

ま
た
、
④
番
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
社
会
科
の
授
業
で
も
学
習
し
た
こ
と
の
あ
る
観
阿
弥
、
世
阿
弥
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

か
ん

あ

み

ぜ

あ

み

「
観
阿
弥
、
世
阿
弥
の
親
子
は
、
室
町
時
代
に
活
躍
し
、
能
楽
を
芸
術
と
し
て
高
め
た
こ
と
で
有
名
で
す
。
世
阿
弥
は
け
い
こ
の
心
構
え
と
し
て
、『
初
心

し
ょ
し
ん

忘
る
べ
か
ら
ず
』
と
い
う
言
葉
も
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
物
事
を
始
め
た
こ
ろ
の
ひ
た
む
き
な
気
持
ち
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、

今
で
も
習
い
事
や
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
な
ど
多
く
の
場
面
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
代
で
は
日
本
国
内
ば
か
り
で
な
く
、
海
外
で
も
活
躍
す
る
能
楽
師

の
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
能
楽
は
海
外
で
も
広
く
紹
介
さ
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。」

山
本
さ
ん
は
、
こ
の
後
も
見
学
を
続
け
ま
し
た
が
、
放
送
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
。

そ
れ
で
は
、
問
題
用
紙
を
開
い
て
始
め
て
く
だ
さ
い
。


