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17 報告…台湾の日本語教育における漢字学習

今
日
、
報
告
す
る
テ
ー
マ
は
、「
台
湾
の
日
本
語
教
育
に
お
け
る
漢
字
学
習
」
に

つ
い
て
で
す
。
今
日
の
報
告
は
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
は
、
漢

字
を
母
語
で
用
い
て
い
る
台
湾
の
日
本
語
教
育
事
情
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま

す
。
次
に
、
台
湾
の
日
本
語
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
日
本
語
の
漢
字
を
学
び
、
日

本
語
の
漢
字
と
ど
う
向
き
合
う
か
に
つ

い
て
触
れ
ま
す
。
最
後
は
、
自
分
の
経

験
か
ら
え
た
日
本
語
の
漢
字
教
育
の
問

題
点
や
学
習
法
に
つ
い
て
の
提
案
を
述

べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
．台
湾
の
日
本
語
教
育
事
情

現
在
の
日
本
語
教
育
事
情
を
い
う
と

き
、
時
間
の
流
れ
か
ら
見
る
と
大
き
く

三
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
と
思
い
ま

す（
図
1
）。
第
一
期
目
は
、「
国
語
」

と
し
て
推
進
さ
れ
て
い
た
日
本
語
教
育

で
す
。
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、

日
清
戦
争
の
結
果
、
台
湾
は
日
本
に
割
譲
さ
れ
、
そ

の
植
民
地
と
な
り
、
明
治
二
十
八（
一
八
九
五
）
年

か
ら
約
五
十
一
年
間
、
日
本
の
教
育
制
度
が
持
ち
込

ま
れ
、
初
等
教
育
を
中
心
に
国
語
と
し
て
の
日
本
語

教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
語
は「
国
語
」

と
し
て
強
制
的
に
そ
の
普
及
は
推
進
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
現
在
の
台
湾
に
は
母
語
の
よ
う
に
日
本

語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
年
配
の
方
も
け
っ
こ
う
い

ま
す
。

第
二
期
は
、
い
わ
ゆ
る「
外
国
語
」
と
し
て
厳
禁

さ
れ
て
い
た
日
本
語
教
育
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
二
十

（
一
九
四
五
）
年
の
太
平
洋
戦
争
の
終
戦
を
境
に
、
台

湾
は
中
華
民
国
に
祖
国
復
帰
し
、
新
た
な
「
国
語
」

を
北
京
語
に
定
め
、
日
本
語
の
使
用
を
禁
止
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
一
九
六
三
年
に
私
立
中
国
文
化
大
学

に
高
等
教
育
機
関
と
し
て
戦
後
初
の
日
本
語
学
科
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
公
的
な
日
本
語

の
学
習
は
日
本
語
学
科
の
あ
る
大
学
に
限
ら
れ
る
よ
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図1　台湾の日本語教育事情

①「国語」として推進されていた日本語教育

日清戦争の結果、台湾は日本に割譲されその植民地
となり、明治28（1895）年から約51年間、日本の教
育制度が持ち込まれ、初等教育を中心に国語として
の日本語教育が行われていた。日本語は「国語」とし
て強制的にその普及が推進された。

①
現在1895 1945 1972
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う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
、
日
本
と
の
国
交
断
絶

（
一
九
七
二
年
）
に
よ
っ
て
、
日
本
語
学
科
の
増
設
も
い
っ
さ
い

許
可
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
私
立
中
国
文
化
大
学
の
日
本
語

学
科
は
当
時
、
唯
一
の
公
的
な
日
本
語
の
学
習
機
関
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
時
期
の
日
本
語
教
育
は
、
前
期
と
対
照
的
に
、
あ

る
意
味
で
は
厳
禁
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

第
三
期
は
、「
外
国
語
」
と
し
て
推
奨
さ
れ
て
い
る
日
本
語
教

育
で
す
。
状
況
が
ち
ょ
っ
と
か
わ
っ
て
き
て
、
こ
こ
十
数
年
来
、

日
本
語
は
学
習
ブ
ー
ム
と
な
り
、
一
つ
の
専
攻
と
し
て
学
科
が

設
立
さ
れ
て
い
る
高
等
教
育
機
関
が
雨
後
の
た
け
の
こ
の
よ
う

に
数
多
く
出
現
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
の
各
大
学
で
も
第
二
外

国
語
と
し
て
履
修
者
数
が
年
々
増
加
し
、
か
な
り
歓
迎
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
の
勤
務
校
の
台
湾
大
学
で
は
、
学
部
生
は
約
一
万
五
千

人
在
籍
し
、
そ
の
中
の
五
分
の
一
の
学
生
が
日
本
語
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
中
等
教
育
機
関
で
は
、
一
九
九
七
年
に
日
本
の
文
部
省
に
相
当
す
る
台

湾
の
教
育
部
が
、
中
等
教
育
に
お
け
る
第
二
外
国
語
三
年
計
画
を
開
始
し
た
の
に

伴
っ
て
、
中
学
校
や
高
等
学
校
な
ど
で
も
日
本
語
の
ク
ラ
ス
が
開
講
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
初
等
教
育
で
は
、
ご
く
わ
ず
か
で
す
が
、
日
本
語
を
必
修
科
目

と
し
て
日
本
語
教
育
を
導
入
し
て
い
る
機
関
も
存
在
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
で
は
、
そ
の
前
の
厳
禁
と
い
う
学
習
状
況
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
推

奨
に
一
変
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
、
台
湾
の
日
本
語
学
習
者
数
に
つ
い
て
み
て
み
ま
す
。
図
2
は
、
国
際

交
流
基
金
に
よ
る
二
○
一
二
年
度
調
査
の
結
果
で
す
が
、
台
湾
の
学
習
者
数
は
お

よ
そ
二
十
三
万
人
で
す
。
台
湾
の
人
口
は
い
ま
二
千
三
百
万
人
ほ
ど
で
す
の
で
、

約
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
○
○
人
に
一
人
が
日
本
語
を

学
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
当
時
は
日
本
語
の
学
習
者
は
世
界
全
体
で
三
百
九
十
八
万
人
ほ
ど
で
す

の
で
、
台
湾
の
学
習
者
の
割
合
は
約
五・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
調
査
地
域
百
三
十
六

か
国
の
な
か
で
第
五
位
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
台
湾
で
は
日
本
語
学
習
者
の
中
で

も
っ
と
も
多
い
の
は
、
高
等
教
育
機
関
で
十
二
万
人
い
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
国
際
交
流
基
金
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
と
、
二
○
一
○
年
度
の
日
本

語
能
力
試
験
の
受
験
者
は
約
五
万
四
千
人
を
数
え
て
お
り
、
台
湾
の
総
人
口
約

二
千
三
百
万
人
に
占
め
る
割
合
で
見
る
と
、
そ
の
数
は
世
界
最
高
水
準
に
あ
る
と

い
え
ま
す
。

図2　台湾の学習者数
（『2012年度日本語教育機関調査結果概要 抜粋』

（国際交流基金））

各国・＜地域＞別日本語学習者数の割合

中国
26.3％

インドネシア
21.9％

オーストラリア
7.4％

韓国
21.1％

米国3.9％
タイ3.3％

ベトナム1.2％
マレーシア0.8％

その他
7.5％

フィリピン0.8％

＜台湾＞5.9％
n=

3,985,669人

国・＜地域＞
学習者（人）
2012年

中国 1,046,490 
インドネシア 872,411 
韓国 840,187 
オーストラリア 296,672 
＜台湾＞ 233,417 
米国 155,939 
タイ 129,616 
ベトナム 46,762 
マレーシア 33,077 
フィリピン 32,418 
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二
．台
湾
の
日
本
語
学
習
者
の
日
本
語
の
漢
字
と
の
向
き
合
い
方

さ
き
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
台
湾
で
は
学
習
者
の
な
か
で
一
番

数
が
多
い
の
は
高
等
教
育
機
関
で
す
。
日
本
語
学
科
ま
た
は
選
択
科
目
、
第
二

外
国
語
と
し
て
日
本
語
を
取
り
入
れ
て
い
る
高
等
教
育
機
関
は
、
現
在
で
は
約

百
六
十
五
機
関
で
、
全
高
等
教
育
機
関（
百
七
十
五
機
関
）
の
う
ち
約
九
四・
三

パ
ー
セ
ン
ト
の
機
関
で
日
本
語
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
う
ち
、
日
本
語
が
主
専
攻
の
学
科
を
有
し
て
い
る
学
校
は
四
十
三
機
関
を
数
え

て
い
ま
す
が
、
現
在
の
段
階
で
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
ど
こ
も
漢
字
学
習

を
一
つ
の
科
目
と
し
て

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み

入
れ
て
い
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
漢
字
を
わ
れ
わ

れ
は
す
で
に
母
語
の
よ

う
に
使
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
別
に
習
わ
な
く

て
も
よ
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
と
私
は
見

て
い
ま
す
。
日
本
語
の

漢
字
学
習
は
、
学
習
者

に
任
せ
る
と
い
う
状
態

で
あ
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

台
湾
の
漢
字
に
対
す

る
学
習
状
態
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
で
は
台
湾
の
学
習
者
は
漢
字
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
今
年
六
月
に
、

①
中
国
語
母
語
の
漢
字
知
識
に
影
響
さ
せ
る
漢
字
表
記
を
多
用
し
て
い
る
の

か
、

②
漢
字
表
記
を
使
用
す
る
場
合
は
、
繁
体
字
を
使
う
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
母

語
に
使
っ
て
い
る
繁
体
字
を
使
用
す
る
傾
向
が
ど
う
か
、

に
つ
い
て
調
査
し
て
み
ま
し
た
。

調
査
は
、
私
の
勤
務
校
の
日
本
語
学
科
の
学
生
や
大
学
院
生
九
十
五
名
を
対
象

に
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
み
ま
し
た
。
内
訳
は
、
上
級（
学
習
歴
四
年
以
上
）学
習
者

二
十
四
名
、
中
級（
学
習
歴
一
〜
四
年
）
学
習
者
三
十
七
名
、
初
級（
学
習
歴
一
年

未
満
）学
習
者
三
十
四
名
で
す
。
調
査
方
法
は
、
書
き
取
り
テ
ス
ト
で
す
。

ま
ず
、
調
査
票
を
図
3
の
よ
う
に
作
成
し
ま
し
た
。
私
は
受
験
者
に
、
こ
の
調

査
票
を
渡
し
て
、
私
が
「
納
豆
を
食
べ
る
と
き
は
、
砂
糖
だ
け
で
な
く
醤
油
も
入

れ
る
ん
で
す
よ
」
と
音
声
を
提
示
し
て
、
学
習
者
に
穴
埋
め
の
か
た
ち
で
や
っ
て

も
ら
う
テ
ス
ト
で
す
。
そ
の
穴
埋
め
の「
醤
油
も
入
れ
る
」
と
い
う
部
分
に
は
、
漢

字
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
制
限
は
な
く
て
、
平
仮
名
で
も
片
仮
名
で
も
構

い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
日
本
語
を
聞
い
て
文
字
表
記
す
る
と
き
、
漢
字
を
多
く
使

う
か
ど
う
か
と
い
っ
た
傾
向
、
意
識
を
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
全
部
で
十

問
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
二
回
目
は
同
じ
よ
う
な
内
容
で
す
が
、
今
回
は
穴
埋
め
式
で
は
な
く
、

選
択
式
の
調
査
に
な
り
ま
す（
図
4
）。
や
は
り
私
が
「
納
豆
を
食
べ
る
と
き
は
、

砂
糖
だ
け
で
な
く
醤
油
も
入
れ
る
の
で
す
よ
」
と
読
み
上
げ
、「
し
ょ
う
」
の
漢
字

を
三
つ
の
な
か
か
ら
選
択
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、「
正
し
い
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
直
感
的
に
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
指
示
を
出
し

図3　1回目の書き取りテスト調査票
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ま
し
た
。

結
果
を
図
5
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
一
回
目
の
手
書
き
テ
ス
ト
の
結

果
は
、
薄
い
青
の
線
で
す
。
濃
い
青
の
線
は
、
平
仮
名
を
書
い
た
人
の
数
で
す
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
を
見
て
い
く
と
、
十
問
の
な
か
で
平
仮
名
よ
り
漢
字
を
書
く
傾

向
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
字
が
正
し
く
書
け
る
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
て
、
た
だ
、
漢
字
を
使
う
か
ど
う
か
と
い
う
傾
向
で
す
。

ま
た
、
二
回
目
の
テ
ス
ト
の
選
択
式
に
な
る
と
、
漢
字
表
記
を
さ
ら
に
多
く
使

う
傾
向
が
強
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た（
図
5
）。
つ
ま
り
、
漢
字
は
や
っ
ぱ

り
日
本
語
で
は
使
う
と
い
う
よ
う
な
意
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
は
、
漢
字
を
使
う
と
き
、
自
分
の
母
語
で
使
う
繁
体
字
を
使
う
の
か
、
日
本

語
の
漢
字
を
使
う
の
か
と
い
う
傾
向
も
調
べ
て
み
ま
し
た（
図
6
）。
詳
し
く
見
て

い
く
と
、
手
書
き
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
繁
体
字
を
使
用
す
る
傾
向
が
あ
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
こ
の
傾
向
は
、
あ
ら
か
じ
め
漢
字
を
用
意
し
て
あ
る
選
択
式
に
な

る
と
さ
ら
に
高
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
学
習
者
に
日
本
語
の

漢
字
が
自
分
の
な
じ
み
の
あ
る
繁
体
字
と
違
い
、
日
本
語
を
読
み
書
き
す
る
際
に
、

日
本
語
の
漢
字
を
使
用
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

日
本
語
で
は
繁
体
字
と
違
っ
た
文
字
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
と
は
い

え
ま
す
が
、
詳
し
く
そ
の
調
査
票
を
見
て
い
く
と
、
誤
字
も
け
っ
こ
う
見
受
け
ら

れ
ま
す（
図
7
）。
た
と
え
ば
、
兄
、
姉
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。
日
本
語
の

姉
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
台
湾
で
使
っ
て
い
る「
あ
ね
」
と
い
う
漢
字
で
す
。

あ
る
い
は
、
7
の「
隣
」の
と
こ
ろ
で
す
が
、
日
本
語
の
場
合
は
こ
ざ
と
偏
は
左
に

あ
り
ま
す
が
、
台
湾
で
使
っ
て
い
る
繁
体
字
で
は
右
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

う
っ
か
り
し
て
母
語
の
漢
字
を
使
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
例
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
ま

し
た
。

三
．漢
字
教
育
の
問
題
点
や
学
習
法
の
提
案
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
な
現
象
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
、
私
は
漢

字
教
育
の
問
題
点
や
学
習
法
の
提
案
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
ま
し
た
。

台
湾
は
漢
字
を
母
語
に
用
い
る
と
い
え
ま
す
が
、
繁
体
字
は
日
本
の
常
用
漢
字

と
微
妙
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
台
湾
で
使
用
す
る
漢
字
の
う
ち
、
た
と
え
ば
、「
台

湾
」
は「
臺
灣
」
と
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
日
本
の
新
字
体
に
相
当

す
る
略
字
は
、
公
的
に
認
知
さ
れ
て
い
ま
す
が
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
大
半
は

図4　2回目の書き取りテスト調査票



21 報告…台湾の日本語教育における漢字学習

図5　視点1：漢字表記を多用するのか

図6　視点2：繁体字を使用する傾向がどうなるか

図7　調査結果

漢字
仮名

漢字
仮名

★手書き
10問の中で7問が仮名より漢字を書く傾向が見られる。
タイプD〉　6：氷・タイプD〉　10：醤タイプE〉　8：挙

★選択
手書きの場合より漢字表記を多用する傾向がさらに強くなる。

全体としては、漢字表記をする場合、必ずしも繁体字を使用する傾向と言えない。この傾向はあらかじめ漢字の用意
してある選択式になるとさらに高くなる。つまり、学習者に日本語の漢字が自分の馴染んでいる繁体字と違い、日本語
読み書きする際に、日本語の漢字を使用するという意識があると考えられよう。

★手書き ★選択

日本漢字
繁体字

日本漢字
繁体字
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旧
字
体
に
相
当
す
る
、
い

わ
ゆ
る「
繁
体
字
」
で
す
。

似
て
い
ま
す
が
、
形
が
微

妙
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。

も
し
、
日
本
語
の
漢
字
を

学
ぼ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
細
か
い
と
こ
ろ
、

微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
気
を
使
っ
て
学
ん

で
い
け
ば
、
た
ぶ
ん
、
さ

き
ほ
ど
の
よ
う
な
誤
用
、

あ
る
い
は
誤
写
が
な
く
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の

異
な
り
方
と
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
少
し
整
理
し
て
み
ま
し
た
。

先
に
答
え
と
い
う
か
結
果
を
だ
し
て
み
る
と
、
図
8
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
台
湾
で
使
っ
て
い
る
繁
体
字
と
日
本
の
常
用
漢
字
と
の
対
応
関
係
に
つ
い

て
、
お
お
ま
か
に
整
理
す
る
と
図
8
の
よ
う
に
な
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
ま

だ
最
終
結
果
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
て
整
理
し
て
い

け
ば
誤
写
、
誤
字
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
と

え
ば
、「
田
中
さ
ん
の
ア
パ
ー
ト
は
ど
う
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
、
図
9
は
学

習
者
の
書
い
た
も
の
で
す
。「
駅
を
近
い
で
す
が
、
狭
く
て
、
ク
ー
ラ
ー
が
な
い

の
で
、
夏
に
熱
い
で
す
」。「
暑
い
」
を
「
熱
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
日
本
語
で
気

温
が
高
い
と
い
う
場
合
は
、「
暑
い
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
学
習
者
の

な
か
に
は
、
け
っ
こ
う
母
語
の
影
響
と
い
う
か
、
自
分
の
な
じ
み
の
あ
る
漢
字
を

使
っ
て
表
記
す
る
傾
向
が
か
な
り
見
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
語
の「
暑
い
」の

意
味
を
通
し
て
自
分
の
母
語
で
使
っ
て
い
る
漢
字
の「
熱
」
と
い
う
字
に
変
換
す
る

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
す（
図
10
）。
こ
れ
は
台
湾
の
繁
体
字
と
日
本
の
常
用
漢
字
と

の
対
応
関
係
か
ら
見
る
と
、
お
そ
ら
く
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

図8　日本語の漢字と繁体字について

図10　日本語の漢字と繁体字について

図9

日本語の漢字が台湾の漢字でも見られるかどうかについては、
大まかに表のように整理することができると考えられる。

日本語：気温が著しく高い→　「暑い」

中国語：〔好熱〕　〔很熱〕

日本語：温度が著しく高く感じられる→　「熱い」
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ま
た
、
さ
き
ほ
ど
お
見
せ
し
た「
姉
」
と
い
う
字
で
す
が
、
繁
体
字
に
は「
姉
」

の
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
理
解
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
訓
を
メ

デ
ィ
ア
に
し
て
台
湾
で
使
っ
て
い
る
同
じ
概
念
の
漢
字
「
姐
」
を
使
っ
た
り
す
る

現
象
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
、
台
湾
と
日
本
の
漢
字
の
対
応
関
係
を
一
つ
の
グ

ル
ー
プ
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

（
図
8
）。

も
う
一
つ
、
図
11
は
私
が
た
ま
た
ま
台
湾
の
新
聞
で
見
た
例
で
す
が
、
英
語
の

説
明
も
は
い
っ
て
い
る
の
で
非
常
に
対
照
し
や
す
い
で
す
が
、「
櫪
」
は
栃
木
県
の

「
栃
」
と
い
う
意
味
で
す
。
じ
つ
は
、
台
湾
の
新
聞
で
は
日
本
の
漢
字
を
使
う
の
で

は
な
く
て
、「
櫪
」
こ
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
な
読
み
方
で
す
が
、
字
形
は
ま
っ
た
く

違
う
字
を
使
っ
て
し
ま
う
と
い
う
例
で
す
。
お
そ
ら
く
、
日
本
で
作
ら
れ
た
国
字

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
、
台
湾
に
は
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
に
表
記
す
る
の
か

と
い
う
と
、
同
音
に
よ
る
書
き
換
え
と
い
う
よ
う
な
現
象
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
も
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す（
図
12
）。

次
の
例
で
す（
図
13
）。
繁
体
字
に
は
、
た
と
え
ば
、「
窓
」「
氷
」「
隣
」「
汚
」
な

図11

図12　日本語の漢字と繁体字について

図13　日本語の漢字と繁体字について
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ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
似
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
す
。「
隣
」
は
、
繁
体
字
は
こ
ざ
と

偏
の
位
置
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
例
が
結
構
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
一

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
勉
強
す
る
と
き
に
は
便
利
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、「
単
」「
挙
」「
学
」
な
ど
は
繁
体
字
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
の
旧
字
体
の

「
單
」「
擧
」「
學
」
は
、
現
在
の
台
湾
で
は
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
う
っ
か
り
す

る
と
、
日
本
の
漢
字
と
し
て
使
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
傾
向
、
現
象
も
見
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か（
図
14
）。

最
後
の
グ
ル
ー
プ
は
図
15
で
す
。
醤
油
の
醤
は
、
常
用
漢
字
に
は
い
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
じ
つ
は
日
常
生
活
の
な
か
で
も
結
構
使
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
場
合
は
う
っ
か
り
す
る
と
、
台
湾
の
使
っ
て
い
る「
醬
」の
よ
う
な
字
形

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
日
本
の
常
用
漢
字
と
台
湾
で
使
っ
て
い
る
漢
字
は
、
使

い
方
、
字
形
と
の
類
型
関
係
か
ら
見
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
各
タ
イ
プ
の
類
型
関
係
の
割
合
は
、
い
ま
調
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
最

図14　日本語の漢字と繁体字について

図15　日本語の漢字と繁体字について

20％
隣・挙

80％
暑・熱

図16
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終
結
果
を
ご
報
告
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
だ
い
た
い
常
用
漢
字
か
ら

み
る
と
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
は
日
本
の
常
用
漢
字
と
似
て
い
る
、
一
致
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す（
図
16
）。
た
だ
し
、
詳
し
く
見
る
と
、
さ
き
ほ
ど
申
し

上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、「
暑
い
」
を
台
湾
で
使
っ
て
い
る「
熱
」
に
書
き
換
え
る
例

も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
分
析
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
今
後
や
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
は
、
台
湾
で
使
っ
て
い
る
日
本
の
常
用
漢
字
は

約
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
あ
り
ま
す
。
残
り
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
は
、
台
湾
で
は
あ

ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
集
中
的
に
こ
の
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
先
に
勉

強
し
て
身
に
つ
け
て
い
け
ば
効
率
的
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
の
な
か
に
、
さ
き
ほ
ど
の「
隣
」の
よ
う
に
、
微
妙
に

字
形
が
違
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
意
味
が
同
じ
よ
う
な
も
の
は
三
割
く
ら
い
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
残
り
の
六
割
、
七
割
近
く
は
、
だ
い
た
い
新
旧
時
代
の
漢
字
に
な

り
ま
す（
図
17
）。

こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
く
と
、
日
本
の
漢
字
は
、
漢
字
を
母
語
に
用
い
る

台
湾
の
学
習
者
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
な
じ
ま
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
、
さ
き
ほ
ど
も
ご
報
告
し
た
よ
う
に
、
微
妙
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

う
っ
か
り
す
る
と
、
変
な
間

違
い
が
起
こ
り
う
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
も
し
、
学
習

や
指
導
を
す
る
際
に
、
両
者

の
相
違
点
に
十
分
に
留
意
す

れ
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
よ
う
な

誤
り
は
か
な
り
防
げ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ

り
ま
す
。
ご
清
聴
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

20％
隣・挙

80％
暑・熱

図17


