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35 報告…世界の文字体系から見た漢字とインドにおける漢字教育・学習の取り組み

こ
ん
に
ち
は
。
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト
・
パ
ル
デ
シ
で
す
。
イ
ン
ド
出
身
で
す
。
イ
ン

ド
の
長
い
歴
史
を
千
五
百
年
く
ら
い
遡
っ
て
話
を
は
じ
め
ま
す
。
そ
の
後
は
キ
ャ

ン
バ
ス
を
世
界
の
言
語
に
広
げ
て
、
世
界
の
言
語
の
な
か
で
日
本
語
の
漢
字
は

い
っ
た
い
ど
う
い
う
文
字
な
の
か
を
説
明
し
ま
す
。
最
後
に
カ
メ
ラ
を
ズ
ー
ム
イ

ン
し
て
イ
ン
ド
に
戻
り
、
イ
ン
ド
で
日
本
語
学
習
者
は
ど
の
よ
う
に
漢
字
を
学
ん

で
い
る
か
を
お
話
し
し
ま
す
。

日
本
語
に
お
け
る
文
字
使
用
の
曙

日
本
で
は
五
、六
世
紀
ま
で
は
話
し
言
葉
の
み
で
、
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
日
本
語
の
記
録
を
遡
っ
て
調
べ
る
こ
と
は
そ
れ
よ
り
前
は
不
可
能

で
し
た
。
中
国
か
ら
漢
字
を
輸
入
し
た
の
が
日
本
語
の
書
き
言
葉
の
は
じ
ま
り
で

す
。
そ
の
あ
と
は
平
仮
名
、
片
仮
名
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
日
本
語
の
平
仮
名
が

「
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
」
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
当
時
の
イ
ン

ド
の
シ
ッ
タ
ン
文
字
の
配
列
を
ま
ね
て
作
っ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
の
あ
と
日
本
に
漢
字
が
輸
入
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
加
納
先
生
の

話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
一
つ
の
漢
字
に
複
数
の
読
み
方
が
う
ま
れ
ま
す
。

い
く
つ
も
音
読
み
が
あ
っ
た
り
訓
読
み
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
世
界
で
お

そ
ら
く
は
じ
め
て
の
実
験
で
す
。
私
が
学
ん
だ
言

語
の
な
か
で
、
一
つ
の
文
字
に
こ
れ
ほ
ど
複
数
の
読

み
方
が
あ
る
文
字
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
人
間
が
作
っ
た
非
常
に
完
璧
な
シ
ス
テ
ム
の
実

験
の
成
功
例
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
日
本
の
皆
さ
ん

は
、
漢
字
に
誇
り
を
持
つ
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

世
界
に
は
六
千
か
ら
七
千
ほ
ど
の
言
語
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
方
言
と
言
語
の
境
目
は
簡
単
に

は
決
め
ら
れ
な
い
の
で
正
確
な
数
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
な
か
で
、
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
言
語
は

か
な
り
少
な
い
の
で
す
。
い
ま
で
も
文
字
を
も
た
な

い
言
語
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
言
語
の

な
か
で
、
そ
の
言
語
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
と
き
、

ど
ん
な
文
字
体
系
が
考
え
ら
れ
た
か
を
、
最
初
に
お

話
し
し
ま
す
。
で
す
の
で
、
発
表
の
構
成
で
す
が
、

ま
ず
世
界
の
文
字
体
系
か
ら
見
た
日
本
語
の
漢
字
を

見
る
こ
と
、
そ
の
あ
と
に
イ
ン
ド
に
お
け
る
漢
字
教

育
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。
三
十
年
以
上
も
前
に
、
私
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は
イ
ン
ド
で
日
本
語
教
師
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
前
は
日
本
語
学
習
者
で

も
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
体
験
に
基
づ
く
話
を
最
後
の
ほ
う
で
少
し
お
話
し
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

第
一
部
　
世
界
の
文
字
体
系
か
ら
見
た
日
本
語
漢
字

世
界
に
は
い
ろ
い
ろ
な
言
語
が
あ
り
ま
す（
図
1
）。
皆
さ
ん
が
な
じ
み
の
あ
る

の
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
書
け
る
青
色
の
国
の
文
字
で
す
。
英
語
を
勉
強
す
る

と
、
二
十
六
文
字
で
な
ん
で
も
書
け
る
と
い
う
非
常
に
幸
せ
な
世
界
が
あ
る
わ
け

で
す
。
ま
た
、
ピ
ン
ク
の
キ
リ
ル
文
字
の
国
に
い
く
と
、
私
の
名
前
の
プ
ラ
シ
ャ

ン
ト
の
P
は
、
キ
リ
ル
文
字
で
R
と
書
き
ま
す
。
私
の
名
前
の
綴
り
に
R
が
で
て

き
ま
す
が
、
キ
リ
ル
文
字
で
R
は
P
と
書
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
頭
が
こ
ん
が
ら

が
っ
て
、
同
じ
文
字
な
の
に
、
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
不
思
議
に
思

い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
世
界
の
言
語
に
お
い
て
、
日
本
は
壮
大
な
文
字

実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
現
場
と
い
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
と
日
本
が
非
常
に

深
い
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
と
で
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

世
界
に
い
ろ
い
ろ
な
言
語
が
あ
っ
て
、
そ
の
言
語
は
い
ろ
い
ろ
な
文
字
を
使
っ

て
言
語
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
い
っ
た
い
何
を
書
く
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
ど
う
い
う
単
位
で
も
の
を
書
く
の
か
は
非
常
に
大
事
で
す
。
た
と

え
ば
、「
語
」
を
書
く
。
加
納
先
生
の
話
の
な
か
に
あ
り
ま
し
た
が
、
漢
字
と
い
う

文
字
は
、
こ
と
ば
を
書
い
て
い
る
、
語
を
書
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
エ
ジ

プ
ト
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
と
同
じ
で
す
。
図
2
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
は
鳥
で
す
。
ト
ン

パ
文
字
も
、
世
界
の
な
か
で
唯
一
生
き
て
い
る
絵
文
字
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

図1　世界の文字の多様性
（文字体系の一覧。出典：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）
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そ
し
て
、「
音
節
」
を
書
く
。
音
節
と
い
う
の
は
、
発
音
で
き
る
最
小
の
単
位
で

す
。
つ
ま
り
、
母
音
が
な
い
と
発
音
で
き
な
い
わ
け
で
す
の
で
、
子
音
と
母
音
が

一
緒
に
な
っ
て
音
節
を
作
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
音
節
を
書
く
。
で
す
か
ら
、
仮

名
の「
か
」
を
ロ
ー
マ
字
で
書
く
と「
k
a
」、
子
音
が
あ
っ
て
、
子
音
の
あ
と
に

母
音
が
つ
く
形
に
な
り
ま
す
。
日
本
語
の
文
字
を
勉
強
し
た
時
、
私
は
最
初
の
授

業
に
、「
か
」
と
い
う
文
字
が
で
て
き
た
と
き
驚
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
か
」
と

「
き
」
の
あ
い
だ
に
形
の
上
で
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
形
は
ま
っ
た
く
似
て
い
な

い
。「
く
」
が
で
て
く
る
と
、
ま
た
別
の
形
が
で
て
く
る
。「
け
」
が
で
て
き
た
ら
、

ま
た
別
。
英
語
で
あ
れ
ば
、
k
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
「
a
i
u
e
o
」
が
つ
い
て
い

る
と
い
う
よ
う
に
分
析
で
き
る
の
で
す
が
、
日
本
語
の
漢
字
だ
け
で
は
な
く
て
平

仮
名
に
も
び
っ
く
り
。
外
国
人
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
文
字

な
の
か
と
驚
く
わ
け
で
す
。

実
際
に
は
、「
音
素
」
を
書
く
言
語
が
、
世
界
に
は
非
常
に
多
い
の
で
す
。
音
素

は
、
言
語
の
な
か
で
一
番
小
さ
い
単
位
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
小
さ
い
単
位

に
は
発
音
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
母
音
と
子
音
を
分
け
て
書
く
文
字
が
、

図
2
に
も
三
種
類
あ
り
ま
す
。
ラ
テ
ン
文
字
の
よ
う
に
、
k
と
い
う
子
音
が
あ
っ

て
a
と
い
う
母
音
が
あ
り
、
両
方
を
対
等
な
立
場
で
書
く
わ
け
で
す
。
デ
ー
ヴ
ァ

ナ
ー
ガ
リ
ー
文
字
は
イ
ン
ド
で
使
わ
れ
て
い
る
文
字
で
、
そ
れ
と
ア
ラ
ビ
ア
文
字

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
い
話
を
し
ま
す
。

世
界
の
文
字
体
系
の
類
型

大
き
な
分
類
を
す
る
と
、
図
3
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
上
の
ほ
う
が
意
味
を
表

し
て
い
る
文
字
で
、
下
の
ほ
う
が
音
を
表
し
て
い
る
文
字
で
す
。
意
味
を
表
し
て

い
る
も
の
の
な
か
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
音
を
表
す
も
の
の
な
か
に
も
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。
文
字
が
あ
る
と
必
ず
名
前
が

あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
は
、
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
の
か
と
い
う
と
、
文

字
が
語
を
表
す
の
は
、
象
形
文
字
と
い
っ
た
り
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
と
い
っ
た
り
し
ま

す
。
抽
象
的
な
名
前
で
は
、
象
形
文
字
は
ロ
ゴ
グ
ラ
フ（logograph

）
と
呼
び

ま
す
。
表
語
文
字
も
ロ
ゴ
グ
ラ
フ
で
す
。
音
節
を
表
し
て
い
る
文
字
の
な
か
に

い
ろ
い
ろ
な
名
前
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
日
本
語
の
文
字
を
見
る
と
、Japanese 

syllabary

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
音
節（syllable

）
を
書
い
て
い
る
と
い

う
意
味
で
す
。

次
は
ラ
テ
ン
文
字
で
す
が
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
の
最
初
の
二
文
字
、
α
（
ア
ル

図2　世界の文字体系の類型

図3　世界の文字体系の類型
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フ
ァ
ー
）
と
β
（
ベ
ー
タ
）
を
と
っ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
呼
ん
で

い
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
ド
の
文
字
デ
ー
ヴ
ァ
ナ
ー
ガ
リ
ー
文
字
は
、

ア
ブ
ギ
ダ
ま
た
は
ア
ル
フ
ァ
ー
シ
ラ
バ
リ
と
呼
び
ま
す
。
な
ぜ
、

ア
ブ
ギ
タ
と
呼
ぶ
の
か
と
い
う
と
、
エ
チ
オ
ピ
ア
で
使
わ
れ
て
い

る
ギ
ー
ス
文
字
の
最
初
の
四
文
字
で
す
。
も
う
一
つ
、
ア
ブ
ジ
ャ

ド
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
最
初
の
四
文
字
、A

（alif

）、B

（ba

）、J

（jim
）、D
（dal

）
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で

す
。そ

れ
ぞ
れ
の
文
字
の
種
類
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
そ
れ
を
見
る
と
、
仮
名
文
字
は
母
音
と
子
音
が
合
体
し
て

い
る
の
で
、
字
の
形
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
わ
け
で
す
。
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
は
、
k
i
の
よ
う
に
、
子
音
が
あ
っ
て
母
音
が
あ
り
、
両

方
対
等
な
関
係
で
書
い
て
い
る
。
ア
ブ
ギ
ダ
は
子
音
を
中
心
と

し
ま
す
。
母
音
は
二
次
的
で
す
。
で
す
か
ら
、
図
4
の
よ
う
に
、

「
k
」
と
い
う
子
音
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
a
が
つ
い
た
ら
「
k
a
」に

な
る
。
ま
た
、「
k
」
と
い
う
子
音
に
「
i
」
が
つ
く
と「
k
i
」
に

な
る
。
図
4
の
k
a
、
k
i
、
k
u
、
k
e
、
k
o
み
た
い
に
、

母
音
は
子
音
の
右
隣
に
書
い
た
り
、
左
に
書
い
た
り
、
上
に
書
い

た
り
、
下
に
書
い
た
り
、
右
側
に
隣
と
上
に
書
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
母

音
は
あ
と
か
ら
付
随
的
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
感
じ
の
文
字
で
す
。

ア
ブ
ジ
ャ
ド
は
世
界
の
文
字
の
な
か
で
非
常
に
変
わ
っ
て
い
る
文
字
で
す
。
母

音
は
付
随
的
で
、
多
く
の
場
合
、
書
き
ま
せ
ん
。
子
音
だ
け
で
書
き
ま
す
の
で
読

む
の
が
非
常
に
難
し
い
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
分
布
を
世
界
地
図
で
見
る
と（
図
5
）、
そ
の
分
布
は
歴
史

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
世
界
中
の
い
ろ
い
ろ
な
国
を

支
配
し
て
い
っ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
広
め
た
わ
け
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
と
と
も

に
ア
ラ
ビ
ア
文
字
が
広
ま
り
、
仏
教
と
と
も
に
漢
字
が
中
国
、
韓
国
を
経
て
日
本

に
伝
わ
り
ま
し
た
。
文
字
は
こ
の
よ
う
に
移
動
し
ま
す
。
人
間
と
同
じ
よ
う
に
移

動
し
て
い
く
の
で
す
。

図
6
は
象
形
文
字
の
ト
ン
パ
文
字
で
す
。
雲
南
省
の
あ
た
り
で
は
、
ま
だ
書
か

図4　世界の文字体系の類型

・ 音節文字：母音と子音の区別なし。
か、き、く、け、こ

・ アルファベット：子音と母音が区別され、対等な関係にある。
KA  KI  KU  KE  KO　

・ アブギダ：子音を中心とし母音は二次的
क + आ → का ；क  +  इ  → िक 
क   का  िक   के  कु  को  

・ アブジャド：母音は付随的、多くの場合表記しない。詳細は後ほど。

図5　世界の文字類型とその分布
（文字体系の一覧。出典：フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）
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れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ネ
ッ
ト
で
探
し
て
み
る
と
、
雲
南
省
の
ど
こ
か
で
図
6
の

よ
う
に
壁
に
楽
し
く
い
ろ
い
ろ
な
文
字
・
絵
が
描
い
て
あ
っ
て
、
こ
れ
を
読
め
る

人
が
い
る
よ
う
で
す
。
実
際
に
こ
の
よ
う
な
文
字
が
存
在
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

図
7
の
漢
字
、
読
め
る
人
が
何
人
い
る
で
し
ょ
う
か
。「
ぼ
ん
の
う
」
と
読
む
そ

う
で
す
。
概
念
も
仏
教
か
ら
き
て
い
て
非
常
に
複
雑
で
、
文
字
も
複
雑
に
な
っ
て

い
ま
す
。

図
8
は
ハ
ン
グ
ル
文
字
で
す
。
こ
れ
は
ア
ブ
ギ
ダ
で
す
。
図
8
の
よ
う
に
子
音

が
並
ん
で
い
て
、
母
音
と
子
音
を
組
み
合
わ
せ
て
い
き
ま
す
。
韓
国
語
で
は
ま
ず

こ
れ
を
習
う
わ
け
で
す
。
韓
国
語
の
授
業
で
は
、
ハ
ン
グ
ル
は
非
常
に
科
学
的
な

文
字
と
説
明
す
る
わ
け
で
す
が
、
韓
国
の
人
が
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、

こ
れ
は
イ
ン
ド
の
文
字
を
真
似
て
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
と
も
と
は
シ
ッ
タ
ン
文
字
を
真
似
て
、
そ
こ
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。

図
9
は
、
ロ
シ
ア
語
を
書
く
た
め
に
使
う
キ
リ
ル
文
字
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、

だ
ん
だ
ん
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
自
信
が
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
一
定
の
地
域
の
人

は
読
め
る
の
で
す
が
、
昔
、
私
が
子
ど
も
の
と
き
は「U

SSR

」、
な
つ
か
し
い
で

す
ね
。
当
時
の「
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
」の
略
称
を
キ
リ
ル
文
字
で
は

C
C

C
P

と
書
く
の
で
す
が
、
こ
れ
を
ど
う
や
っ
てU

SSR

を
読
む
の
か
と
、
子
ど

も
な
が
ら
に
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
文
字
も
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
仲
間
で
す
。

音
素
文
字
の
イ
ン
ド
の
ア
ブ
ギ
ダ
は
、
非
常
に
科
学
的
な
も
の
で
す（
図
10
）。

世
界
で
一
番
古
い
文
法
書
と
い
わ
れ
て
い
る
パ
ー
ニ
ニ
と
い
う
イ
ン
ド
の
言
語
学

者
に
よ
る『
ア
シ
ュ
タ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
イ
ー
』
と
い
う
本
で
、
音
声
の
話
を
最
初
に
書

図6　象形文字（トンパ文字、東巴文）
（Source: sagastamp.com, http://blogs.yahoo.

co.jp/hiromasa_0521/17478191.html）

図7　表語文字（漢字）
（Source: Twitter/take0531ahaaaan）

ぼんのう

図8　音節文字（ハングル）
（Source: http://www.k-plaza.com/korean/

kouza/hansetsuhyou.html）



40

い
て
い
ま
す
。
発
音
す
る
と
き
の
並
び
は
、
口
の
一
番
奥
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
か
」
か
ら
は
じ
め
ま
す
。
そ
の
あ
と
は
、
口
の
奥
か
ら
前
に
と
い

う
並
び
に
な
り
ま
す
。
こ
の
配
列
は
非
常
に
科
学
的
で
、
ど
こ
に
調
音
点
が
あ
る

の
か
、
ど
の
よ
う
な
調
音
法
で
発
音
を
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
文

字
の
祖
先
が
仏
教
と
と
も
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
話
は
後
半
で
や
り
ま
す
。

漢
字
以
外
で
や
っ
か
い
な
も
の
だ
と
私
が
思
っ
て
い
る
の
は
ア
ブ
ジ
ャ
ド（
図

11
）
で
す
。
こ
の
文
字
は
、
右
か
ら
左
に
読
み
ま
す
。
左
か
ら
右
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
字
は
三
つ
の
形
が
あ
り
ま
す
。
図
11
は
ミ
ー
ム
と
い
う
文
字
で

す
が
、
語
頭
に
き
た
と
き
は
こ
う
書
き
ま
す
。
真
ん
中
に
き
た
ら
こ
う
書
く
、
最

後
に
き
た
ら
こ
う
書
く
。
一
つ
の
文
字
に
三
つ
の
形
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
つ
な
げ

て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
、
単
語
を
読
む
と
き
、
こ
の
文
字
が
ど
こ
に
き
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
意
識
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
も
申

し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
言
語
で
は
、
子
音
だ
け
を
書
く
。
母
音
は
子
ど

も
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
教
育
書
の
よ
う
な
も
の
に
の
み
書
き
ま
す
が
、
通
常
の

表
記
に
お
い
て
は
、
母
音
を
表
す
記
号
が
省
略
さ
れ
る
。
主
に
教
育
、
解
説
書
、

コ
ー
ラ
ン
に
は
必
ず
母
音
が
つ
き
ま
す
。
間
違
っ
た
読
み
方
は
だ
め
だ
か
ら
で
す
。

図9　音素文字：ロシア語のアルファベット 
（Source: http://wayhome.exblog.jp/13875161）

図10　音素文字：アブギダ 
（Source: http://blog.luke.org/2008/08/02/528,  

http://indialoha.wordpress.com/2010/02/）
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で
す
か
ら
、
図
12
で
は
、
文
字
の
上
に
母
音
記
号
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
も
の
を
書
く
こ
と
は
、
普
段
は
し
ま
せ
ん
。

ア
ラ
ビ
ア
語
の
一
つ
の
文
章
を
図
13
に
書
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
長
い
も
の
が

あ
っ
て
、
こ
れ
で
一
つ
の
文
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
さ
き
ほ
ど
説
明

し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
グ
ニ
ャ
グ
ニ
ャ
と
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
形
に
な
る
わ

け
で
す
。
そ
し
て
、
上
と
下
を
見
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
母
音
を
書
い
て
い
ま
す

が
、
上
の
ほ
う
に
は
母
音
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
は
こ
の
よ
う
に
書
き
ま
す
。
た

ま
に
下
の
よ
う
に
書
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は
主
に
子
ど
も
用
で
す
。
図
13
は
、「
彼
ら

は
あ
な
た
方
を
歓
迎
す
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
文
で
す
。
赤
で
書
い
て
い
る
も
の

は
母
音
を
表
し
て
い
ま
す
。
上
に
は
そ
れ
が
な
い
。
子
音
だ
け
で
こ
う
読
ん
で
い

き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
は
一
年
前
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
の
授
業
に
で
て
い
る
の
で

す
が
、
知
っ
て
い
る
単
語
で
あ
れ
ば
読
め
る
、
知
ら
な
け
れ
ば
読
め
ま
せ
ん
。
こ

図13　音素文字：アブジャド
（Source: 新妻仁一教授（私信））

図12　音素文字：アブジャド
（Source: http://jsdqatar.com/arabic.html, 

agata.ciao.jp, obun.jp, Wikipedia)

図11　音素文字：アブジャド
（Source: http://jsdqatar.com/arabic.html, 

agata.ciao.jp, obun.jp, Wikipedia）

sayastaqbilunakum「彼らはあなた方を歓迎するでしょう。」

母音記号
なしm k n w l b q t s y s

mukanūlibqatsayas 母音記号
付き

assalamu‘alaikum（あなたの上の平和を）：こんにちは

母音記号
付き

アラビア語の母音は、基本的にア/a/、イ/i/、ウ/u/の3つ、およびそれを
長音化したものと、組み合わせた二重母音のみである。通常の表記にお
いては母音を表す記号が省かれ、主に教育・解説用のテキストでのみ用
いられる。

基本字母28字。内22字は単独
形、頭字（語頭）、中字（語中）、
尾字（語尾）がある。
右から左の順で書く。

（語末）（語中）（語頭）（単独形）
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れ
は
漢
字
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
。
知
っ
て
い
れ
ば

読
め
る
、
知
ら
な
け
れ
ば
辞
書
を
調
べ
る
。
そ
れ
は

よ
い
の
で
す
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
場
合
、
辞
書
で
調

べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
五
年
く
ら
い
か
か
り
ま

す
。
す
べ
て
の
文
法
を
知
ら
な
い
と
辞
書
の
な
か
に

書
い
て
あ
る
形
に
た
ど
り
着
か
な
い
か
ら
で
す
。
日

本
の
漢
字
辞
典
は
、
部
首
を
知
っ
て
い
れ
ば
た
ど
り

着
く
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
数
か
月
の

話
で
す
。
ア
ラ
ビ
ア
語
の
場
合
は
そ
う
い
う
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
漢
字
学
習
者
に
、

「
あ
な
た
が
や
っ
て
い
る
作
業
は
ま
だ
ま
し
、
楽
。

も
っ
と
難
し
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
」

と
言
え
る
の
で
す
。

次
は
、
私
が
な
ぜ
漢
字
を
勉
強
し
た
か
に
つ
い
て

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
を
書
け
ま
し
た
。
イ
ン
ド
人
で
す
か
ら
ア
ブ
ギ
ダ

も
で
き
ま
し
た
。
ア
ラ
ビ
ア
文
字
は
イ
ン
ド
で
勉
強

し
て
い
ま
し
た
。
唯
一
残
っ
て
い
た
の
が
漢
字
で
し
た
。
漢
字
が
で
き
た
ら
、
私

は
世
界
の
文
字
を
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
制
覇
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
そ
れ
ぞ
れ

の
言
語
の
学
習
者
に
、
あ
な
た
は
い
ま
ま
で
六
割
な
の
か
七
割
な
の
か
を
示
し
て
、

残
り
を
制
覇
す
れ
ば
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
、
自
慢
話
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
飲
み
会
で
そ
う
い
う
ネ
タ
で
話
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、

と
い
う
楽
し
い
発
想
か
ら
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

文
字
の
影
響

イ
ン
ド
か
ら
仏
教
と
と
も
に
イ
ン
ド
系
文

字
が
中
国
に
伝
わ
っ
て
、
中
国
か
ら
韓
国
に
は

い
っ
て
、
韓
国
か
ら
日
本
に
や
っ
て
き
て
、
図

14
の
よ
う
な
文
字
が
い
ろ
い
ろ
で
き
ま
し
た
。

さ
き
ほ
ど
五
十
音
図
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
イ

ン
ド
の
シ
ッ
タ
ン
文
字
の
影
響
は
、
日
本
の
文

字
に
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

玄
奘
三
蔵
の
話
、
西
遊
記
は
み
な
さ
ん
ご

存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
長
安
と
い
う
町
か
ら

玄
奘
三
蔵
は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
と
い
う
イ
ン
ド
の

町
に
い
っ
て
、
そ
こ
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を

学
ん
で
、
約
五
年
間
イ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
ま

す
。
そ
の
あ
と
、
仏
典
を
も
っ
て
長
安
に
帰
っ

て
翻
訳
を
行
う（
図
15
）。
こ
れ
は
、
た
ぶ
ん
世

界
で
ま
た
と
な
い
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
、
そ
し
て
、
無む

償し
ょ
うで

翻
訳
さ
れ
た
も
っ
と

も
大
き
な
事
業
だ
と
思
い
ま
す
。
飛
行
機
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
歩
い
た
り
、
馬

に
の
っ
た
り
い
ろ
い
ろ
な
苦
労
を
し
て
三
蔵
法
師
が
仏
典
を
中
国
に
持
ち
帰
り
翻

訳
し
た
わ
け
で
す
。

西
安
に
い
く
と
、
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
弘
法
大
師
は
修
行
に
い
っ
て
い

ま
す（
図
16
）。
そ
こ
で
空
海
は
ま
ず
仏
典
を
学
び
、
日
本
に
帰
国
し
て
か
ら
仮
名

が
で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
壮
大
な
話
が
あ
っ
て
仮
名
が
で
き
て
い
る
。
中

図14　文字の影響：インド系文字→五十音図 
（Source: http://www.aa.tufs.ac.jp/i-moji/what/kihan.html）
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国
か
ら
漢
字
が
は
い
っ
て
き

て
、
仮
名
は
そ
の
あ
と
に
作
ら

れ
て
、
日
本
語
は
漢
字
と
仮

名
を
混
ぜ
て
書
く
言
語
に
な
っ

て
、
そ
の
あ
と
に
は
い
ろ
い
ろ

あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

イ
ン
ド
で
私
が
日
本
語
を
学
ん

だ
と
き
に
最
初
に
驚
い
た
の
は

仮
名
で
し
た
。
こ
れ
は
母
音
と

子
音
が
合
体
し
て
い
る
、
初
め

て
見
た
文
字
で
す
。
私
が
漢
字

を
勉
強
し
た
の
は
、
そ
の
一
年

後
で
し
た
。
最
初
は
楽
し
く
、

最
初
の
授
業
は「
あ
」
だ
け
を

学
び
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
一
週

間
か
け
て「
い
」
に
い
く
と
い

う
よ
う
な
、
ゆ
っ
く
り
コ
ー
ス

で
、
五
十
種
あ
る
平
仮
名
を

一
年
間
か
け
て
マ
ス
タ
ー
し
ま

す
。
そ
の
あ
と
は
漢
字
に
し
ま

し
ょ
う
、
そ
の
方
法
は
非
常

に
よ
か
っ
た
な
と
、
今
思
い
ま

す
。

図16　文字の影響：インド系文字→五十音図 
（Source: http://isamusouma.web.fc2.com/43seian.html）

玄奘 三蔵（602～664年）は、唐代の中国の訳経僧。

629年に陸路でインドに向
かい、巡礼や仏教研究を
行って645年に経典657部
や仏像などを持って帰還。

げんじょうさんぞう

弘法大師・空海は恵果和尚から密教の教えを受けた（遣唐使と
して804年に渡唐し806年に帰国）。

図15　文字の移動：インド系文字→カナ文字 
（Source: todaibussei.or.jp, Wikipedia, emiliasekai1.blog.fc2.com）



44

第
二
部
　
イ
ン
ド
に
お
け
る
漢
字
教
育・学
習
の
取
り
組
み

い
ま
ま
で
七
世
紀
の
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
西
遊
記
で
は
、
七
世
紀
に
は
三

蔵
法
師
は
漢
字
と
い
う
文
字
を
母
語
に
も
ち
な
が
ら
、
イ
ン
ド
に
い
っ
て
ア
ブ
ギ

ダ
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
文
字
を
勉
強
し
ま
し
た
。
現
在
で
は
な
に
が
起

こ
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
イ
ン
ド
人
の
ア
ブ
ギ
ダ
と
い
う
文
字
を
知
っ
て
い
る

人
が
漢
字
と
仮
名
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
ま
す
。
時
代
が
変
わ
り
ま
し
た
。
移
動
の

方
法
も
変
わ
り
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
イ
ン
ド
人
は
、
い
ま
ま
で
他
の
人
に
教
え

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
度
は
学
ぶ
立
場
に
な
る
の
で
、
三
蔵
法
師
の

悩
み
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

文
字
の
池
か
ら
文
字
の
海
へ
の
挑
戦

イ
ン
ド
人
の
学
習
者
は
イ
ン
ド
系
の
文
字
、
母
音
と
子
音
を
あ
わ
せ
て
約
五
十

個
の
文
字
を
知
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
語
の
常
用
漢
字
は
二
千
百
三
十
六
字

ほ
ど
あ
り
ま
す（
図
17
）。
イ
ン
ド
人
か
ら
見
る
と
な
ん
と
約
四
十
倍
で
す
。「
イ

ン
ド
人
も
び
っ
く
り
。」

こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
イ
ン

ド
人
だ
っ
て
び
っ
く
り
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
普
段
び
っ
く
り
す
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
、
ど
っ
か
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
、
イ
ン
ド
人
は
び
っ
く
り
し
な
い
と
い
う

前
提
条
件
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
表
現
が
う
ま
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
私
も
普
段
、
よ
く
び
っ
く
り
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
数
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
み
方
が
複
数
あ
り
ま
す
。
最

初
に
生
年
月
日
、
あ
な
た
は
い
つ
生
ま
れ
ま
し
た
か
、
み
た
い
な
文
が
で
て
き
た

り
し
ま
す
が
、
学
生
の「
生
」
の

漢
字
を
日
本
語
教
育
で
最
初
に
学

ぶ
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
も
の
す

ご
い
。
四
十
七
個
く
ら
い
の
読
み

方
が
あ
る
ら
し
く（
図
18
）、
非

常
に
複
雑
な
字
で
す
。
こ
れ
を

い
っ
ぺ
ん
に
は
覚
え
ら
れ
な
い
の

で
、
徐
々
に
徐
々
に
覚
え
て
い
き

ま
し
た
。
あ
あ
、
こ
う
い
う
読
み

方
も
あ
る
、
こ
う
い
う
読
み
方
も

あ
る
、
た
ま
に
は
こ
ん
な
読
み
方

も
あ
っ
た
り
し
ま
す
と
い
っ
た
よ

う
に
。

さ
ら
に
さ
ら
に
、
画
数
の
多
い

文
字
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す（
図

18
）。
最
初
は
非
常
に
や
さ
し
い
字
、
川
と
か
山
、
木
を
見
て
、
あ
あ
な
る
ほ
ど

と
意
味
を
書
い
て
み
る
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
私
が
一
番
関
心
を
も
っ
た
、

「
愛
」
は
ど
う
書
く
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き
私
は
十
八
歳
く
ら
い
で
し
た
の
で
、

こ
の
概
念
は
ど
う
や
っ
て
漢
字
で
書
く
の
か
、
英
語
で
は
ど
う
や
っ
て
書
い
た
ら

愛
が
伝
わ
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
文
字
を

学
ぶ
こ
と
を
は
じ
め
ま
し
た
。

で
も
漢
字
を
勉
強
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
図
18
の
魚
偏
の
つ
い
た
漢
字
を
見

る
と
、
み
ん
な
左
に
書
く
サ
カ
ナ
と
い
う
意
味
を
表
す
も
の
が
あ
っ
て
、
右
に
そ

れ
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
あ
と
か
ら
知
っ
て
、
非 図17　文字の池から文字の海への挑戦

・ インド人日本語学習者：インド系文字（アブギダ）
・ 母音と子音を合わせて約50個
 VS

・ 日本語漢字
・ 常用漢字表： 2010年（平成22年）11月30日に平成22
年内閣告示第2号として告示され、2,136字／4,388音
訓［2,352音・2,036訓］から成る。 

・ インド人から見ると字数はなんと約40倍！！！ 
インド人もびっくり！！！
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常
に
楽
し
か
っ
た
で
す
。

さ
ら
に
さ
ら
に
さ
ら
に
、
同
じ
字
な
の
に
読
み
方
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
の
研
究
所
は
国
立
の
近
く
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
国
立
国
語
研
究
所
は
、

「
ク
ニ
タ
チ
コ
ク
ゴ
ケ
ン
キ
ュ
ウ
ジ
ョ
」
と
読
む
の
か
、「
コ
ク
リ
ツ
コ
ク
ゴ
ケ
ン

キ
ュ
ウ
ジ
ョ
」
と
読
む
の
か
。
市
場（
シ
ジ
ョ
ウ
、
イ
チ
バ
）、
意
味
が
違
い
ま
す

よ
ね
。
ス
ケ
ー
ル
が
ぜ
ん
ぜ
ん
違
い
ま
す
ね
。
イ
チ
バ
と
い
っ
た
ら
ロ
ー
カ
ル
で
、

シ
ジ
ョ
ウ
と
い
っ
た
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
な
り
意
味
の

広
が
り
が
で
て
き
ま
す
。

さ
ら
に
さ
ら
に
さ
ら
に
さ
ら
に
、
母
語
話
者
も
自
信
を
も
っ
て
読
め
な
い
人
名
、

地
名
、
当
て
字
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
留
学
生
に
と
っ
て
は
救
い
で

す
。
日
本
人
も
読
め
な
い
ん
だ
っ

た
ら
僕
も
大
丈
夫
。
で
す
か
ら
、

こ
れ
を
授
業
で
や
る
と
き
に
最
初

に
い
う
べ
き
で
す
。「
日
本
人
も

す
べ
て
の
漢
字
を
読
む
こ
と
は
で

き
な
い
。
す
べ
て
を
書
け
る
こ
と

は
さ
ら
に
な
い
。
あ
な
た
は
日
本

人
の
な
か
で
完
璧
な
ほ
う
で
は
な

く
て
、
下
の
ほ
う
に
は
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
勉
強
す
れ

ば
真
ん
中
ぐ
ら
い
に
い
っ
て
、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
日
本
人
を
超
え

る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」。

本
当
に
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
と
思
い
ま
す
。

ほ
ん
と
う
に
び
っ
く
り
す
る
の
は
、
読
み
方
が
書
き
順
と
逆
に
な
っ
て
い
る

ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
で
す
。「
不
忍
通
り（
し
の
ば
ず
通
り
）」、
こ
れ
は
実
際
に
存

在
す
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
文
字
と
読
み
の
順
番
が
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
。
中

国
語
の
語
順
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
新
し
い
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
も

あ
り
ま
す
。「
創ing tom

orrow

」
は
、
ど
う
読
む
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
私
の
言

語
学
の
授
業
で
課
題
と
し
て
よ
く
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、「
ソ
ー
イ
ン
グ
ト
ゥ

モ
ロ
ー
」
な
の
か
、「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ン
グ
ト
ゥ
モ
ロ
ー
」
な
の
か
、
ど
う
読
む
で

し
ょ
う
か
。
ど
な
た
か
答
え
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
ド
人
学
習
者
に 

残
さ
れ
た
道

イ
ン
ド
人
の
学
習
者
に
と
っ
て

漢
字
は
難
し
い
の
で
す
。
け
れ
ど

も
、
残
さ
れ
た
道
は
な
ん
な
の
か

と
い
う
こ
と
を
、
私
が
自
分
の
授

業
で
い
っ
て
き
た
こ
と
を
、
み
な

さ
ん
に
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま

す（
図
19
）。

「
我
慢
し
て
ひ
た
す
ら
字
を
書

く
練
習
を
す
る
」。

こ
れ
が
大
事
で
す
。
な
に
ご
と

も
。
よ
く
皆
さ
ん
に
い
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
な
に
か
を
得
る
た
め

図18　文字の池から文字の海への挑戦

・ さらに多くの字に読み方が複数ある！！！！
 生む（うむ）、生きる（いきる）、生える（はえる）、生
い立ち（おいたち）、生田（いくた）、生ビール（なまビー
ル）、生業（なりわい）、生活（せいかつ）、生涯（しょ
うがい）、弥生（やよい）、桐生（きりゅう）、……47個
あるらしい！！

・ さらにさらに画数の多い字も少なくない！！！！
 鰹 （かつお）、鰰 （はたはた）、鱒 （ます）、鱚 （きす）、
鱧 （はも）、鱸 （すずき）、鰉 （ひがい）……
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に
、
な
に
か
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
に
を
失
う
か
と
い
っ
た
ら
、
自
由

時
間
を
失
う
。
勉
強
す
る
時
間
を
増
や
す
。
そ
れ
が
学
問
を
や
る
た
め
に
絶
対
に

必
要
な
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、「
百
回
以
上
書
き
、
身
体
で
覚
え
る
」。
日
本
人
も
よ
く
字
を
忘

れ
た
り
す
る
と
、
空
文
字
み
た
い
な
も
の
を
書
き
ま
す
ね
。
手
が
覚
え
て
い
る
の

で
す
が
、
頭
が
忘
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
授
業
で
い
い
ま
し
た
。

日
本
人
だ
っ
て
忘
れ
る
。
手
を
動
か
し
た
ら
で
て
く
る
。
と
に
か
く
た
く
さ
ん
書

い
て
、
手
を
な
れ
さ
せ
る
。
こ
の
字
だ
っ
た
ら
こ
う
、
手
が
動
く
こ
と
が
大
事
。

ま
た
、「
読
み
方
を
丸
暗
記
す
る
」。
こ
れ
以
外
に
方
法
は
な
い
。
近
道
は
な
い
。

熟
語
も
、
最
初
は
丸
暗
記
す
る
。
そ
の
う
ち
に
、
あ
な
た
は
自
分
で
分
析
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
も
う
少
し
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
と
に
か
く
、
最
初
に
五
百
の
文
字

を
我
慢
強
く
覚
え
る
。
こ
れ
は
化
学
の
物
質
の
周
期
表
と
同
じ
で
す
。
酸
素
と
水

素
が
ま
じ
っ
た
ら
水
が
で
き
る
。
そ
の
あ
と
は
、
た
と
え
ば
別
の
も
の
と
な
に
か

一
緒
に
す
る
と
化
学
反
応
に
よ
っ
て
結
果（
つ
ま
り
熟
語
）
が
異
な
る
わ
け
で
す
。

そ
の
一
番
よ
い
例
は
、
た
と
え
ば
、「
長
」
と
い
う
字
を
学
ぶ
と
き
で
す
。
こ
れ
は

チ
ョ
ウ
と
読
む
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
社
長
か
ら
は
じ
め
て
、
部
長
、
次
長
、
課
長
、

係
長
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
ば
を
作
れ
ば
よ
い
。
同
じ
チ
ョ
ウ
と
読
む
。
そ
れ
が
最

初
に
い
っ
た
、
長
男
で
あ
る
と
か
長
女
と
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
す
の
で
、

こ
う
い
う
組
合
せ
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
右
左
、
上
下
い
ろ
い
ろ
な
字
を
入
れ

て
み
て
、
ど
う
い
う
単
語
が
作
れ
る
か
を
楽
し
く
考
え
る
。
こ
れ
さ
え
我
慢
で
き

れ
ば
、
こ
の
最
初
の
五
百
文
字
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
せ
が
待
っ
て

い
ま
す
。

ど
う
い
う
幸
せ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
初
め
て
、
な
に
か
新
し
い
漢
字
を
見
て
、

意
味
が
理
解
で
き
る
と
い
う
幸
せ
で
す
。

漢
字
の
長
所

「
卒
原
発
」。
以
前
の
選
挙
で
聞
い
た
の

で
す
が
、
私
も
今
で
は
完
璧
に
意
味
が

わ
か
り
ま
す
。「
脱
原
発
」
も
わ
か
り
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
、
ま
だ
辞
書
に
載
っ
て

い
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
い
く
ら
で

も
長
い
単
語
を
自
分
で
も
作
る
こ
と
が

で
き
る
。
私
が
作
っ
た
の
が
こ
れ
で
す
。

「
N
I
N
J
A
L
フ
ォ
ー
ラ
ム
企
画
委
員

会
設
置
規
定
改
正
検
討
作
業
部
会
報
告
書

原
案
作
成
作
業
」
と
い
う
一
つ
の
単
語
で

す
。「
使
用
済
み
核
燃
料
廃
棄
物
処
理
計

画
実
施
検
討
委
員
選
出
」
と
い
う
よ
う
な

も
の
を
遊
び
で
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ど
こ
ま
で
で
き
る
か
、
自
分
で
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
多
く
の
情
報
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
漢
字
の
最
大

の
力
で
す
。
た
と
え
ば
、「
分
煙
」。W

ikipedia

に
は「
分
煙
と
は
、
受
動
喫
煙
の

防
止
を
目
的
と
し
、
不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
す
る
公
共
の
場
所
や
施
設
等
に
お

い
て
、
喫
煙
場
所
と
な
る
空
間
と
、
そ
れ
以
外
の
非
喫
煙
場
所
と
な
る
空
間
に
分

割
す
る
方
法
で
あ
る
」
と
い
う
長
っ
た
ら
し
い
説
明
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
日

本
語
で
た
っ
た
二
つ
の
文
字
「
分
煙
」
で
こ
の
長
っ
た
ら
し
い
説
明
を
コ
ン
パ
ク
ト

に
表
現
で
き
ま
す
。
英
語
に
翻
訳
す
る
の
が
大
変
で
す
。
雨
天
決
行
な
ど
、
英
語

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
る
と
ど
う
説
明
す
る
の
か
な
あ
と
、
毎
回
そ
の
翻
訳
を
楽 図19　インド人学習者に残された道

・ 我慢してひたすら字を書く練習をする！

・ 100回以上書き、体で覚える！！

・ 読み方を丸暗記する！！！

・ 熟語も丸暗記する！！！！

・ とにかく最初の500字を我慢強く覚える！！！！！

・ この500字の坂を登れば、幸せが待っている！！！！！！
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し
み
に
し
て
い
る
の
で
す
。

最
近
テ
レ
ビ
で
流
れ
て
い
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
、「
発
電
、
蓄
電
。
売
電
で
節
電
」。

ヤ
マ
ダ
電
機
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
は
じ
め
て
見
て
も
、
私
は

も
う
、
目
で
情
報
が
と
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昔
は
、
イ
ン
ド
に
い
た
と
き

耳
で
情
報
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近
は
、
字
を
見
て
楽
し
ん
で
、
目
で
意
味
を

理
解
し
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
分
で
新
し
い
単
語
を
作
っ
て
い
る
。
こ

れ
が
漢
字
の
最
大
の
力
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

世
界
の
文
字
に
つ
い
て
知
り
た
い
の
な
ら
、
私
も
日
本
の
文
字
に
つ
い
て
書
い

て
い
る『
図
説
　

世
界
の
文
字
と
こ
と
ば
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す（
図
20
）。
ど

う
ぞ
書
店
で
お
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

図20　お勧めの参考文献
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