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１

今
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

こ
の
発
表
会
の
中
で
、
田
中
さ
ん
が
担
当
し
た
発
表
テ
ー
マ
を
書
き
な
さ
い
。

(1)

田
中
さ
ん
は
、
自
分
の
考
え
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い
ま
し
た
か
。
そ
の
工
夫
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ

(2)
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

伝
え
た
い
内
容
に
つ
い
て
、
見
学
し
た
こ
と
を
時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
話
を
し
て
い
る
。

イ

伝
え
た
い
内
容
に
つ
い
て
、
同
じ
よ
う
な
内
容
を
何
度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
話
を
し
て
い
る
。

ウ

伝
え
た
い
内
容
に
つ
い
て
、
自
分
の
体
験
か
ら
感
じ
た
こ
と
を
短
く
ま
と
め
て
話
を
し
て
い
る
。

エ

伝
え
た
い
内
容
に
つ
い
て
、
音
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
内
容
を
用
い
な
が
ら
話
を
し
て
い
る
。

こ
の
あ
と
、
あ
な
た
は
田
中
さ
ん
の
発
表
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
田
中
さ
ん
の
発
表
の
中
で
あ
な
た
が
最
も
心
に
残
っ
た
部
分
を

(3)
取
り
上
げ
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
あ
な
た
の
考
え
を
、
実
際
に
発
表
す
る
よ
う
に
話
し
言
葉
で
書
き
な
さ
い
。

２

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
文
の

線
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、

線
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

(1)
①

健
康
を
保
つ
よ
う
に
心
が
け
る
。

②

海
に
臨
ん
で
家
が
建
つ
。

③

試
合
が
近
い
の
で
部
活
動
に
専
念
す
る
。

④

困
っ
た
事
態
を
収
拾
す
る
。

⑤

薄
氷
を
踏
む
よ
う
な
思
い
を
す
る
。

⑥

缶
ジ
ュ
ー
ス
を
よ
く
ふ
る
。

⑦

寄
せ
る
波
が
岸
を
あ
ら
う
。

⑧

夕
日
が
水
平
線
に
し
ず
む
。

⑨

き
け
ん
な
状
態
を
脱
し
た
。

⑩

古
い
橋
の
ほ
き
ょ
う
工
事
を
す
る
。

次
の
よ
う
に
、
十
二
月
の
生
活
目
標
を
書
き
ま
し
た
が
、
文
字
の
配
列
と
配
置
が
整
っ
て
い
ま
せ
ん
。
正
し
い
配
列
と
配
置
に
な
る
よ
う
に
、「
規
則
正
し

(2)
い
生
活
を
し
よ
う
」
の
部
分
を
書
き
直
し
な
さ
い
。⇒

主
語
に
当
た
る
文
節
を
、
次
の
ア
～
カ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

(3)

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

朝
日
を

浴
び
て

海
が

き
ら
き
ら
と

輝
い
て

い
る
。

次
の
文
を
、
あ
と
の
よ
う
に
「
だ
か
ら
」
を
使
っ
て
二
つ
の
文
に
分
け
て
書
き
直
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
だ
か
ら
」
を
使
っ
て
二
つ
の
文
に
分
け
た
と
き

(4)
の
前
の
文
の
終
わ
り
の
五
文
字
と
後
の
文
の
始
め
の
五
文
字
を
書
き
な
さ
い
。

学
校
か
ら
帰
っ
て
い
た
ら
、
小
学
生
が
道
に
迷
っ
て
い
た
の
で
、
わ
た
し
は
、
そ
の
子
を
家
の
近
く
ま
で
送
っ
て
い
っ
た
。

。
だ
か
ら
、



３

国
語
の
時
間
に
詩
の
学
習
を
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
、
こ
の
学
習
に
参
加
し
て
い
る
つ
も
り
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

山
口
さ
ん
の
学
級
で
は
、
Ａ
の
詩
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
し

(1)
ま
し
た
。
話
し
合
い
の
中
の

ア

と

イ

に
当
て
は
ま
る
言
葉

を
、
詩
の
内
容
を
考
え
な
が
ら
書
き
な
さ
い
。

Ａ
の
詩
を
学
習
し
た
後
、
山
口
さ
ん
は
、
次
の
Ｂ
の
詩
に
出
会
い
ま
し
た
。
Ａ
の
詩
の
題
名
で
あ
る
「
熟
れ
る
一
日
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
で
、
学
級
の

(2)
み
ん
な
に
紹
介
し
ま
し
た
。
下
の
「
山
口
さ
ん
の
発
表
」
の
中
の

ウ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
Ｂ
の
詩
の
中
か
ら
十
字
で
書
き
出
し
な
さ
い
。

Ａ
の
詩
に
挿
絵
を
添
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た
は
、
次
の
ア
・
イ
の
ど
ち
ら
の
挿
絵
が
、
Ａ
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
と
思
い
ま
す
か
。
次
の
【
書
き

さ
し

え

そ

(3)

出
し
】
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。（
た
だ
し
、
理
由
に
は
詩
の
中
の
言
葉
を
引
用
し
て
書
く
こ
と
。）

ア

イ

【
書
き
出
し
】

こ
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
挿
絵
は
、（

）

だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、・
・
・

Ａ
（
吉
野
弘
「
熟
れ
る
一
日
」
に
よ
る
。）

Ｂ

（
高
見
順
「
天
」
に
よ
る
。
）

作
者
は
、「
天
」
と
は
何
か
を
考
え
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、

空
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、
こ
の
作
者
は
、

ウ

の
周
囲
は
「
天
」
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
詩
は
、
両
方
と
も
「
熟
れ
る
」
と
い
う
言
葉
を
う
ま

く
使
っ
て
、
そ
の
心
情
や
情
景
を
読
者
に
豊
か
に
想
像
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

山
口
さ
ん
の
発
表

山
口

こ
の
詩
の
中
の
「
熟
れ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
分

か
り
ま
す
か
。
み
な
さ
ん
の
意
見
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

橋
本

ま
ず
、
第
一
連
に
あ
る
、「
こ
ん
な
に
良
く
熟
れ
る
夏
の
一
日
」
と
は
、

ど
ん
な
一
日
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。「
熟
れ
る
」
の
意
味
を
国
語
辞

典
で
調
べ
る
と
、「
果
実
が
熟
す
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
詩
で
は
、
あ

る
夏
の
日
の
夕
焼
け
の
様
子
を

ア

に
た
と
え
て
表
現

し
て
あ
り
ま
す
ね
。

山
口

そ
う
で
す
ね
。
「
熟
れ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
真
っ
赤
な
夕
焼
け
の
様

子
を
表
現
し
た
も
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
後
、
空
の
色
は
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

森
本

第
二
連
に
、「
赤
い
お
い
し
そ
う
な
と
こ
ろ
が
ゆ
っ
く
り

減
っ
て
ゆ
く
。」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
空
か
ら
夕
焼
け
の
赤
さ
が
し
だ
い
に
消
え

て
い
く
の
は
、「
空
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
、

イ

か
ら

で
は
な
い
か
。」
と
表
現
さ
れ
て
い
て
、
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。

山
口

こ
の
詩
で
は
、
た
と
え
が
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
て
、
情
景
が
あ
ざ
や

か
に
思
い
浮
か
び
ま
す
ね
。

話
し
合
い
の
様
子



４

鈴
木
さ
ん
の
学
級
で
は
、
国
語
の
時
間
に
、
基
本
的
な
推
敲
の
方
法
に
つ
い
て
学
習
し
た
あ
と
、
次
の
「
推
敲
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
章
を
読
み
ま
し
た
。

す
ず

き

す
い
こ
う

よ
く
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

。

（
外
山
滋
比
古
「
文
章
を
書
く
こ
こ
ろ
」
に
よ
る
。
）

鈴
木
さ
ん
の
ノ
ー
ト

十
月
八
日

○

推
敲
と
は

（
語
句
の
意
味
）

・

文
章
を
よ
く
す
る
た
め
に
字
句
を
整
え
る
こ
と

推
敲
に
つ

○

文
章
を
書
く
段
階
の
留
意
点

・
故
事

い
て

・

ひ
た
す
ら
書
く
こ
と

昔
あ
っ
た
こ
と

○

推
敲
す
る
段
階
の
留
意
点

や
昔
か
ら
伝
え
ら

・

て
い
ね
い
に
読
み
返
す
こ
と

れ
て
い
る
こ
と
。

・

「
風
を
入
れ
る
」

※

ど
う
す
る
こ
と
か
。

・
翻
訳

→

ア

あ
る
国
の
言
語

※

目
的

や
文
章
を
、
他
の

→

イ

国
の
言
葉
に
言
い

○

推
敲
の
具
体
例

か
え
る
こ
と
。

①

横
光
さ
ん
の
例

②

石
川
さ
ん
の
工
夫

③

筆
者
の
提
案

○

取
り
入
れ
た
い
推
敲
の
方
法
と
理
由

ウ

線
①
に
「
書
く
と
き
は
、
ひ
た
す
ら
書
く
。」
と

(1)
あ
り
ま
す
が
、な
ぜ
ひ
た
す
ら
書
い
た
方
が
い
い
の
で
す
か
。

文
章
の
中
の
言
葉
を
使
っ
て
理
由
を
書
き
な
さ
い
。

線
②
に
「
風
を
入
れ
た
方
が
よ
い
。」
と
あ
り
ま

(2)
す
が
、
鈴
木
さ
ん
は
、
「
風
を
入
れ
る
」
に
つ
い
て
、
下
の

よ
う
に
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
ま
し
た
。

ア

・

イ

に
入
る
言
葉
を
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。

右
の
文
章
に
は
、
推
敲
す
る
う
え
で
効
果
的
な
方
法
が
紹

(3)
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
、
自
分
の
書
い
た
文
章
を
推

敲
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
文
章
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ど
ん
な

推
敲
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
い
で
す
か
。
そ
の
理
由
も
分
か

る
よ
う
に
ノ
ー
ト
の

ウ

に
書
き
な
さ
い
。



鈴
木
さ
ん
の
学
級
で
は
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
調
べ
学
習
で
お
世
話
に
な
っ
た
地
域
の
方
々
に
、
文
化
祭
の
案
内
状
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

鈴
木
さ
ん
が
書
い
た
案
内
状
を
、
友
達
の
山
田
さ
ん
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
山
田
さ
ん
か
ら
「
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
、「
共
同
制
作
」

に
直
し
た
方
が
い
い
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
鈴
木
さ
ん
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
カ
タ
カ
ナ
語
（
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
た
外
来

語
や
外
国
語
）
に
関
す
る
資
料
を
集
め
て
み
ま
し
た
。

【
鈴
木
さ
ん
が
集
め
た
資
料
】

平
成
十
九
年
度
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」〔
文
化
庁
〕
か
ら
引
用

（
全
国
の
十
六
歳
以
上
の
男
女
、
一
九
七
五
人
か
ら
回
答
を
得
た
結
果
。
複
数
回
答
の
た
め
、
合
計
は
一
〇
〇
％
を
こ
え
る
。）

あ
な
た
が
山
田
さ
ん
の
立
場
な
ら
、
「
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
方
が
よ
い
理
由
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
ま
す
か
。
資
料
１
～
３
の

(4)
い
ず
れ
か
を
使
っ
て
書
き
な
さ
い
。

あ
な
た
は
、
カ
タ
カ
ナ
語
を
使
用
す
る
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
付
け
ま
す
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
次
の
【
条
件
】
に
合
わ
せ
て
書
き
な
さ
い
。

（5）
【
条
件
】
①

題
と
名
前
は
書
か
な
い
で
、
本
文
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。

②

集
め
た
資
料
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
カ
タ
カ
ナ
語
を
使
用
す
る
と
き
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
付
け
る
か
、
具
体
的
な
カ
タ
カ
ナ

語
を
取
り
上
げ
て
書
く
こ
と
。（
思
い
つ
か
な
い
場
合
は
次
の
（
例
）
か
ら
選
ん
で
書
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。）

（
例
）「
リ
サ
イ
ク
ル
（
再
利
用
）」

「
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
娯
楽
・
気
晴
ら
し
）」

「
グ
ロ
ー
バ
ル
（
地
球
規
模
）」

ご

③

原
稿
用
紙
の
使
い
方
に
合
わ
せ
て
、
百
六
十
字
以
上
二
百
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

④

読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り
行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
。

【
鈴
木
さ
ん
が
書
い
た
案
内
状
の
一
部
】

先
日
は
、
お
い
そ
が
し
い
中
、
わ
た
し
た
ち
の
取
材
に
快
く
応
じ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
い
た
だ
い
た
資
料
を
も
と

に
、
学
習
の
成
果
を
広
用
紙
に
ま
と
め
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
学
級
の
作
品
は
、
文
化
祭
で
一
年
二
組
の
教
室
に
展
示
し
ま
す
。

ま
た
、
文
化
祭
の
ス
テ
ー
ジ
発
表
で
は
、
吹
奏
楽
部
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
書
道
部
員
が
作
品
を
書
き
上
げ
て
い
く
と
い
う
、
吹
奏
楽
部
と
書
道
部
の

共
同
制
作

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
す
。

資料１ 「コラボレーション」という言葉について
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使ったことがある

意味が分かる

聞いたことがある

％

平成１４年度

平成１９年度

資料２ カタカナ語の使用を好ましいと感じる理由

4.5

23.0

25.1

31.0

65.9

8.1

18.8

18.5

42.3

72.5

0 20 40 60 80 100

カタカナ語はしゃれているから

日本語や日本文化が豊かになるから

日本語は昔から外国語を取り入れてきたから

カタカナ語の方が分かりやすいから

カタカナ語でなければ表せない物事があるから

％

平成１４年度

平成１９年度

資料３ カタカナ語の使用を好ましくないと感じる理由

3.2

27.6

35.0

55.5

55.6

8.2

34.1

32.6

49.4

53.5

0 20 40 60 80 100

カタカナ語は嫌いだから

見ばえの良さだけを追っているようだから

言葉が乱れて日本文化がすたれてしまうから

カタカナ語は分かりにくいから

日本語の本来の良さが失われるから

％

平成１４年度

平成１９年度


