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影
山 

太
郎（
国
立
国
語
研
究
所
長
）

開会挨拶

本
日
は
第
八
回
目
の
N
I
N
J
A
L
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
す
。
N
I
N
J
A
L
と
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の
英
語
名（N

ational 

Institute for Japanese Language and Linguistics

）に
対
す
る
略
称
で
す
。
本
当
に
た
く
さ
ん
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
五
百
名
以
上
の
方
々
か
ら
参
加
申
し
込
み
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ
の
会
場
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
限
ら
れ
て
お
り

ま
す
の
で
、
そ
れ
以
上
の
方
は
残
念
な
が
ら
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
担
当
者
も
う
れ
し
い
悲
鳴
を
あ
げ
る
状
態
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
本
日
は『
世
界
の
漢
字
教
育
』
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
拝
見
し
ま
し
て
も
、
お
客
様
の
顔
ぶ
れ
が
、
従

来
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
外
国
の
方
々
、
大
学
院
生
の
方
々
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

国
立
国
語
研
究
所
は
昭
和
二
十
三
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
○
○
九
年
十
月
一
日
に
、
全
国
の
国
公
私
立
大
学
と
一
緒
に
共
同

研
究
を
行
う
大
学
共
同
利
用
機
関
と
い
う
組
織
に
鞍
替
え
を
し
ま
し
た
。
来
週
の
十
月
一
日
が
ち
ょ
う
ど
発
足
五
周
年
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
皆
様
に
た
く
さ
ん
来
て
い
た
だ
い
て
お
祝
い
を
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
な
気
分
で
す
。

ま
た
、
本
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
特
別
な
こ
と
と
い
た
し
ま
し
て
、
国
際
交
流
基
金
日
本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
と
共

催
、
そ
し
て
J
S
L
漢
字
学
習
研
究
会
か
ら
後
援
と
い
う
、
力
強
い
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

N
I
N
J
A
L
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
文
字
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
二
回
目
で
す
。
最
初
は
二
○
一
一
年
の
第
四
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、

漢
字
に
は
限
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
「
日
本
語
文
字
表
記
の
難
し
さ
と
お
も
し
ろ
さ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の

様
子
は
、
研
究
所
の
H
P
で
閲
覧
し
て
い
た
だ
け
る
だ
け
で
な
く
自
由
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
様
子
も
H
P
で
公
開
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
二
○
一
一
年
の
第
四
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
さ
ら
に
内
容
を
充
実
さ
せ
、
わ
が
研
究
所
の
高
田
智
和
、
横
山
詔
一
の
二
名
の
教
員

の
編
集
で
、『
日
本
語
文
字
・
表
記
の
難
し
さ
と
お
も
し
ろ
さ
』
と
し
て
渓
流
社
か
ら
今
年
の
春
に
出
版
い
た
し
ま
し
た
。
是
非
ご
覧
く

だ
さ
い
。

さ
て
、
漢
字
と
い
う
問
題
は
、
ど
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
限
ら
ず
少
し
は
で
て
く
る
テ
ー
マ
で
す
。
今
年
春
の
第
七
回
フ
ォ
ー
ラ
ム『
近
代

開
会
挨
拶
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の
日
本
語
は
こ
う
し
て
で
き
た
』の
と
き
に
も
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
明
治
時
代
か
ら
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
漢
字
が
野
放
図
に
爆

発
的
に
増
加
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も
非
常
に
混
乱
が
起
こ
り
ま
し
た
。
戦
後
す
ぐ
に
G
H
Q
の
依
頼
で
日

本
に
や
っ
て
き
た
米
国
教
育
使
節
団
も
、「
漢
字
は
ぜ
ん
ぶ
捨
て
て
し
ま
っ
て
ロ
ー
マ
字
に
せ
よ
」と
い
う
報
告
ま
で
し
た
く
ら
い
で
す
。

私
は
団
塊
の
世
代
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
当
時
の
紛
糾
を
ま
だ
引
き
ず
っ
て
い
ま
す
。
私
の
大
学
生
の
と
き
の
言
語
学
の
先
生
は
強

烈
な
ロ
ー
マ
字
論
者
で
、
先
生
の
書
か
れ
た
教
科
書
は
丸
ご
と
ぜ
ん
ぶ
ロ
ー
マ
字
で
し
た
し
、
私
た
ち
学
生
に
対
し
て
も
、「
試
験
は
す

べ
て
ロ
ー
マ
字
で
解
答
す
る
こ
と
」
な
ん
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
言
語
学
の
授
業
で
し
た
か
ら
、
ま
だ
よ
か
っ
た
で
す
。
ロ
ー
マ
字

で
書
く
こ
と
は
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
一
つ
の
つ
な
が
り
で
、
ど
こ
で
切
れ
る
か
と
い
う
、
言
葉
の
分
析
と
し
て
は
非
常
に
有
効
な
の

で
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
も
し
日
本
語
が
日
常
の
新
聞
、
テ
レ
ビ
放
送
の
テ
ロ
ッ
プ
、
携
帯
メ
ー
ル
、
そ
の
他
す
べ
て

ロ
ー
マ
字
と
な
る
と
、
と
て
も
読
み
に
く
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

文
字
と
い
う
の
は
、
人
間
が
言
葉
を
し
ゃ
べ
り
始
め
て
か
ら
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
言
語
学
の

学
問
研
究
と
し
て
は
あ
ま
り
中
心
に
は
置
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
漢
字
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
し
、
手
書
き
の
と
き
は
こ
こ
を

撥
ね
る
の
か
止
め
る
の
か
い
ろ
い
ろ
悩
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
ま
り
研
究
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
自
身

も
語
彙
の
研
究
を
や
っ
て
い
て
思
う
の
で
す
が
、
漢
字
に
は
意
味
が
こ
も
っ
て
い
る
。
同
じ
「
な
く
」
で
も
、「
鳴
く
」
は
虫
や
鳥
な
ど
が

声
を
出
し
て
鳴
く
こ
と
で
、
口
と
い
う
偏
で
音
声
を
表
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
、「
泣
く
」
は
、
氵
偏
で
す
か
ら
人
間
が
涙
を
出
す

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
漢
字
は
西
洋
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
違
っ
て
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
言
語
学
の
ほ

う
で
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
つ
い
最
近
、
イ
ギ
リ
ス
言
語
学
会
のJournal of  Linguistics

と
い
う
言
語
学
専
門

誌
に
も
日
本
人
が
投
稿
し
て
い
ま
す
。
漢
字
は
こ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
て
き
た
が
、
本
当
は
言
語
の
非
常
に
重
要
な
基
礎
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
一
流
の
国
際
誌
に
発
表
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

専
門
的
な
研
究
だ
け
で
な
く
、
日
常
の
生
活
で
も
皆
さ
ん
が
銀
行
に
口
座
を
開
設
す
る
と
か
、
市
役
所
、
区
役
所
に
い
っ
て
戸
籍
謄

本
等
を
請
求
す
る
と
き
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
で
も
漢
字
が
間
違
っ
て
い
た
ら
受
付
け
て
く
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
公

の
機
関
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
が
普
段
書
く
文
章
で
も
漢
字
の「
正
し
さ
」
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
特
に
私
た
ち
の
名
前
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
、
さ
い
と
う
さ
ん
の「
さ
い
」
に
は「
斎
藤
」「
斉
藤
」「
齋
藤
」「
齊
藤
」の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
異
字
体
が
あ
り
ま
す
。
皆
様
の

な
か
に
も
「
さ
い
と
う
さ
ん
」
が
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
さ
い
と
う
さ
ん
は
、「
私
の『
さ
い
』
は
こ
れ
だ
」
と
誇
り
を
も
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
私
自
身
の
影
山
の
影
だ
っ
て
、
あ
る
程
度
誇
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。
と
き
ど
き
手
紙
や
メ
ー
ル
で
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン



3 開会挨拶

の
な
い「
景
」
を
書
い
て
く
る
人
が
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
ム
カ
ッ
と
き
ま
す
ね
。
そ
の
よ
う
に
、
漢
字
は
、
個
人
レ
ベ
ル
、
学
問
レ
ベ

ル
、
ま
た
書
道
な
ど
芸
術
の
レ
ベ
ル
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
日
本
人
が
普
段
使
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
た
く
さ

ん
の
や
っ
か
い
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
、
外
国
人
の
眼
に
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
は
こ
れ
か
ら
、
外
国
人
が

漢
字
を
ど
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ
け
る
の
か
と
い
う
、
非
常
に
興
味
の
あ
る
テ
ー
マ
で
五
つ
の
講
演
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

異
な
る
母
語
を
も
つ
五
人
の
外
国
人
の
方
々
に
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
今
日
は
い
つ
も
よ
り
少
し

終
わ
り
が
遅
く
、
五
時
す
ぎ
に
な
り
ま
す
が
、
最
後
ま
で
皆
さ
ん
お
と
ど
ま
り
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
で

開
会
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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第
二
言
語
と
し
て
日
本
語
を
学
ぶ
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。
大
き
な
課
題
の
一
つ
に
、
漢
字
の
習
得
が
あ
り
ま
す
。

特
に
、
母
語
表
記
に
漢
字
を
使
っ
て
い
な
い
非
漢
字
圏
の
学
習
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
す
。
表
音
文
字
だ
け

使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
数
が
多
く
、
一
文
字
の
読
み
方
が
複
数
あ
り
、
字
の
形
も
複
雑
な
漢
字
を
、
ど
う
や
っ
て
身
に
つ
け
る
の

か
が
大
き
な
課
題
で
す
。

こ
の
こ
と
は
漢
字
圏
の
学
習
者
に
と
っ
て
も
問
題
と
な
り
ま
す
。
同
じ
漢
字
だ
か
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

中
国
語
、
韓
国
語
、
日
本
語
と
言
語
が
異
な
れ
ば
、
同
じ
文
字
で
あ
っ
て
も
表
わ
す
こ
と
ば（
単
語
）が
変
わ
る
た
め
、
大
き
な
課
題
と

な
り
ま
す
。

本
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
五
人
の
報
告
者
を
お
招
き
し
、
か
つ
て
日
本
語
学
習
者
と
し
て
漢
字
を
学
び
、
い
ま
現
在
、
日
本
語
教
師
と
し

て
日
本
語
の
漢
字
を
指
導
し
て
い
る
経
験
か
ら
、
母
語
の
違
い
に
よ
っ
て
日
本
語
の
漢
字
と
の
向
き
合
い
方
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を

会
場
の
皆
様
に
お
伝
え
し
ま
す
。
そ
し
て
、
学
習
法
の
提
案
、
実
践
方
法
、
第
二
言
語
習
得
の
な
か
で
の
漢
字
教
育
の
問
題
点
に
つ
い

て
議
論
し
ま
す
。

趣
旨
説
明

高
田 

智
和（
国
立
国
語
研
究
所
）
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本
日
は
い
ろ
い
ろ
な
国
や
地
域
の
方
々
か
ら
、
世
界
の
漢
字
教
育
の
お
話
を
伺

え
る
こ
と
を
私
自
身
も
楽
し
み
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
前
座
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
長
年
漢
字
を
教
え
て
き
た
経
験
か
ら
、
日
本
語
教
育
に
お
い
て
漢
字
を
学

習
す
る
人
た
ち
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
支
援
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
お

話
し
し
ま
す
。
漢
字
は
難
し
い
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
じ
つ
は
非
常
に
面
白
い
、

漢
字
が
あ
る
か
ら
日
本
語
を
勉
強
す
る
の
が
好
き
と
い
う
人
た
ち
も
い
ま
す
の

で
、
プ
ラ
ス
の
面
と
マ
イ
ナ
ス

の
面
、
面
白
さ
と
難
し
さ
の
両

面
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
今
日
は
時
間
も
限
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
漢
字
の
四
つ
の

情
報
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
が

も
つ
面
白
さ
と
難
し
さ
が
あ
る

こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
、
最
後
に
漢
字
学
習
の
支

援
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
こ
と
を
い

く
つ
か
お
話
し
し
て
、
そ
の
あ

と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
等
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

は
じ
め
に
―
学
習
者
に
と
っ
て
漢
字
と
は

こ
の
会
場
に
は
、
日
本
人
ば
か
り
で
な
く
い
ろ
い

ろ
な
国
の
方
が
お
ら
れ
ま
す

が
、
日
本
で
エ
レ
ベ
ー
タ
に

乗
っ
て
い
て
、
こ
ち
ら
に
向

か
っ
て
走
っ
て
く
る
人
が
い
た

ら
、
図
1
の
ど
っ
ち
の
ボ
タ
ン

を
押
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う

か
。
け
っ
こ
う
迷
い
ま
す
ね
。

開
け
て
あ
げ
よ
う
と
思
っ
て
間

違
っ
た
ほ
う
を
押
し
て
、
閉
め

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
漢
字
表
示
だ
っ
た
ら
ど

う
で
し
ょ
う
か（
図
2
）。
漢

加納 千惠子（かのう ちえこ）
筑波大学教授。留学生センターおよび大学院人文社会科学
研究科国際日本研究専攻担当。著書は、『基本漢字500 Basic 
Kanji Book』vol.1&2（共著、凡人社、1989年）、『漢字100PLUS 
Intermediate KanjiBook』vol.1&2（共著、凡人社、1993年／ 2003
年）、『日本語教育叢書つくる　漢字教材を作る』（共著、スリーエー
ネットワーク、2011年）など。

日
本
語
教
育
に
お
け
る
漢
字
学
習
の
支
援
方
法

加
納 

千
惠
子

基調
講演

図1

図2

たとえば、エレベーターにのっていて
こちらに向かって走って来る人がいたら……

同じ状況で
表示が漢字だったら……

閉 開



6

字
だ
っ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
漢
字
の
ほ
う
が
間
違
え

な
い
と
い
う
か
、
確
実
に
開
け
て
あ
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
字

を
見
る
こ
と
で
意
味
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
非
漢
字
圏
か
ら
き
て

い
る
学
習
者
に
は
、
最
初
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
も
長
く
日
本
語
を
教
え
て
い
て
、
学
習
者
が
疑
問
に
思
う
こ
と
と
し
て
、「
形

を
見
て
意
味
が
わ
か
る
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
？
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
象
形
文
字
と
呼
ば
れ
て
い
る「
山
」
と
か
「
川
」
は
、
形
を
見
れ
ば
意

味
は
な
ん
と
な
く
わ
か
り
ま
す
。
で
も
、
経
済
の「
経
」
や
「
済
」
を
見
て
意
味

が
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
。
形
と
意
味
に
結
び
つ
き
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は

け
っ
こ
う
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、「
木
、
気
、
季
、
基
、
記
、
紀
、
期
、
貴
、
帰
、
器
、
機

…
…
、
こ
れ
ら
ぜ
ん
ぶ「
き
」
と
読
む
の
か
」
と
い
う
疑
問
も
あ
り
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
影
山
所
長
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
音
声
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
て
、
あ
と
か
ら
文
字
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
音
声
を

映
す
も
の
が
文
字
だ
と
、
表
音
文
字
を
使
っ
て
い
る
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は

思
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、「
き
」
と
い
う
音
を
表
す
の
に
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
文

字
が
あ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
疑
問
と
な
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
平
仮
名
も
あ
る
し
片
仮
名
も
あ
る
の
に
、
な
ん
で
ま
た
漢
字
ま
で
学

習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

世
界
の
言
語
の
な
か
で
、
だ
い
た
い
一
つ
の
言
語
は
一
種
類
の
文
字
体
系
を

使
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
平
仮
名
と
片
仮
名
と
漢
字
と
い
う
三
種
類
を
使
う
こ

と
が
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
も
説
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
初
級
の
こ
ろ
に
習
う
や
さ
し
い
漢
字
ほ
ど
読
み

方
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。
音
読

み
と
訓
読
み
が
あ
る
こ
と
は
だ
い
た
い

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
生
」
は
音
読
み

で
も「
せ
い
」「
し
ょ
う
」
と
読
ん
だ
り

し
ま
す
。
訓
読
み
も
、「
生
き
る
」「
生

ま
れ
る
」「
生
え
る
」「
生
ビ
ー
ル
」
と
か

「
生
そ
ば
」
の「
き
」
と
か
、
ど
う
し
て

そ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
か（
図
3
）。

「
鬱
」
は
常
用
漢
字
に
な
り
ま
し
た

が
、
こ
ん
な
形
を
ど
う
や
っ
て
覚
え
る

の
か
と
い
う
、
非
常
に
素
朴
な
疑
問
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
人
で
も
ち
ゃ

ん
と
書
け
る
人
は
そ
う
い
な
い
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
。

そ
も
そ
も
、
常
用
漢
字
は
二
、一
三
六
字
あ
る
と
聞
い
て
、
文
字
な
の
に
な
ぜ
こ

ん
な
に
数
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
と
で
も
で
て
き
ま

す
が
、
漢
字
は
表
語
文
字
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
と
ば
を
表
し
て
い
る
も
の
な

の
で
、
文
字
と
い
う
よ
り
「
語
」
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
語
彙
の
数
が
二
千
ほ
ど

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
の
言
語
で
も
そ
ん
な
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
初
級
で
千
五
百
語
と
か
二
千
語
く
ら
い
勉
強
す
る
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言

語
で
も
普
通
で
す
。
文
字
だ
と
思
う
か
ら
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
ば
だ
と
思
え

ば
そ
ん
な
に
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
仮
名
と
片
仮
名
を
習
っ
た
あ
と
に
出
て
く

る
の
で
、
同
じ
く
ら
い
か
な
あ
と
思
っ
て
、
五
十
字
を
超
え
て
も
ま
だ
続
く
漢
字

学
習
で
一
○
○
字
く
ら
い
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
雲
行
き
が
怪
し
く
な
っ 図3　学習者にとって、漢字とは？

学生、生活、一生、
生きる、生まれる、生える、
生ビール、生そば……
どうしてこんなに？
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て
、
い
つ
終
わ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ほ
ん
と
う
に
終
わ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ネ
バ
ー
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

漢
字
の
四
つ
の
情
報

学
習
者
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
、
不
安
を
聞
い
て
い
る
と
、
日
本
人
が
漢
字

を
勉
強
す
る
の
と
は
か
な
り
違
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
日
本
人
は
、
漢
字
を
習

う
段
階
で
は
、
読
み
と
意
味
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
と
き
に
使
う
こ
と
ば
な
の
か
、

母
語
で
す
か
ら
も
う
す
で
に
わ
か
っ
て
い
る
状
況
で
す
。
小
学
校
一
年
生
か
ら
漢

字
の
学
習
が
は
じ
ま
り
ま
す
か
ら
、
漢
字
の
学
習
は
、
図
4
に
示
す
、
読
み
と
意

味
の
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
ば
に
形
を
の
せ
る
文

字
学
習
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
小
学
校

の
六
年
間
を
か
け
て
教
育
漢
字
千
六
字
を
覚
え

る
の
で
す
。
母
語
の
人
が
そ
ん
な
に
時
間
を
か

け
て
勉
強
す
る
こ
と
を
、
外
国
人
が
一
年
や
二

年
で
勉
強
で
き
る
の
か
。

そ
し
て
、
外
国
人
に
と
っ
て
は
、
漢
字
の
読

み
と
意
味
の
連
合
と
、
そ
れ
が
文
章
中
で
ど
の

よ
う
に
使
わ
れ
る
の
か
、
ど
ん
な
文
脈
で
、
ど

ん
な
場
面
で
使
わ
れ
る
の
か
も
、
新
し
い
こ
と

で
あ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

済
ん
で
い
な
い
と
、
す
ん
な
り
と
字
形
と
の
連

合
は
進
み
ま
せ
ん
。
字
形
そ
の
も
の
も
難
し
い

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
漢
字
の
読
み
、
意
味
、
字

形
、
用
法
と
い
う
四
つ
の
情
報
の
な
か
で
、
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
を
組
み
合
わ

せ
て
覚
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
難
し
さ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
日
本
人
の
子
ど
も
た

ち
も
漢
字
習
得
に
非
常
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
国
語
で
行
わ
れ
て
い
る
漢

字
教
育
を
は
じ
め
の
こ
ろ
は
真
似
し
て
外
国
人
に
教
え
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
や
は
り
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

さ
き
ほ
ど
司
会
の
高
田
先
生
か
ら
、
漢
字
圏
の
中
国
の
人
で
も
、
日
本
と
こ
と

ば
が
違
う
の
で
日
本
の
漢
字
は
難
し
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
じ
つ
は
中
国

の
人
だ
っ
た
ら
漢
字
の
形
を
見
れ
ば
意
味
は
母
語
で
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら

す
ぐ
わ
か
る
わ
け
で
す
。
訓
読
み
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
音

読
み
で
あ
れ
ば
、
あ
る
一
定
の
法
則
で
近
い
発
音
な
ど
多
少
類
推
が
で
き
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
を
日
本
語
と
い
う
言
語
の

な
か
で
、
ど
ん
な
品
詞
で
、
ど
ん
な
場
面

で
、
ど
ん
な
こ
と
ば
と
一
緒
に
使
う
の
か

と
い
う
用
法
に
関
し
て
は
、
ま
っ
た
く
わ

か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
特
に
動
詞
や
形
容

詞
の
送
り
仮
名
な
ど
は
、
中
国
に
は
な
い

の
で
、
そ
う
い
っ
た
用
法
に
気
を
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
漢
字
に
関
し

て
は
、
意
味
が
わ
か
る
こ
と
と
使
え
る
こ

と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

ま
と
め
ま
す
と（
図
5
）、
表
音
文
字

に
な
れ
て
い
る
人
た
ち
に
、
表
語
文
字
を

ど
う
や
っ
て
理
解
し
て
も
ら
っ
た
ら
よ
い

か
。
平
仮
名
、
片
仮
名
、
漢
字
は
ど
れ
も

図4　漢字の4つの情報

図5　漢字とは？

字　形 

読　み 意　味 用　法 

・表音文字、表語文字
・ひらがな、カタカナ、漢字の役割
　　→ 日本語の表記システム
・象形文字、指事文字、会意文字、形声文字
・音読み、訓読み、複数の読み
・部首、音符、構成要素
・対議字、類義字、意味ネットワーク



8

必
要
な
も
の
で
、
日
本
語
の
表
記
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
ど
ん
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
も
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

漢
字
と
一
言
に
い
っ
て
も
、
象
形
文
字
で
あ
る
漢
字
と
、
指
事
漢
字
、
会
意
文
字
、

形
声
文
字
で
は
性
質
が
違
い
ま
す
。
漢
字
を
見
れ
ば
意
味
が
わ
か
り
ま
す
、
形

を
見
れ
ば
意
味
が
わ
か
り
ま
す
と
い
え
る
の
は
最
初
だ
け
で
す
。
そ
れ
は
常
用
漢

字
全
体
の
な
か
で
一
割
ほ
ど
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
漢
字
は
形
を
見
れ
ば
意
味
が
わ

か
る
と
い
わ
れ
て
、
山
と
か
川
を
見
て
面
白
い
な
あ
と
思
っ
て
学
習
を
は
じ
め
た

人
た
ち
は
、
途
中
で
だ
ま
さ
れ
た
よ
う
な
気
に
な
る
と
い
う
か
、
形
を
見
て
も
ぜ

ん
ぜ
ん
意
味
が
わ
か
ら
な
い
漢
字
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
特
に
形
声

文
字
が
占
め
て
い
る
割
合
が
高
い
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
は
教
え
方
の
ス
ト

ラ
テ
ジ
ー
、
方
略
も
変
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
漢
字
と
い
う
一
つ
の
こ
と

ば
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
と
、
学
習
者
は
思
い
こ
み
で
、
途
中
か
ら
学
習
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

音
読
み
と
訓
読
み
が
あ
る
の
は
、
日
本
が
中
国
の
文
字
を
借
用
し
た
と
い
う
歴

史
的
な
経
緯
か
ら
し
か
た
が
な
い
こ
と
で
す
が
、
よ
く
使
わ
れ
る
漢
字
ほ
ど
訓
読

み
も
増
え
て
い
き
ま
す
。
音
読
み
も
中
国
か
ら
は
い
っ
て
く
る
時
代
時
代
の
方
言

の
発
音
に
近
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
呉
音
と
か
唐
音
と
か
違
う
読
み
方
を
も
っ
て

い
る
漢
字
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
さ
き
ほ
ど
の「
鬱
」
と
い
う
字
ほ
ど
で
は
な
く
て

も
複
雑
な
字
体
に
な
る
と
、
そ
の
部
首
は
何
な
の
か
、
そ
の
漢
字
の
音
読
み
を
類

推
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
音
符
は
何
な
の
か
、
複
雑
な
形
だ
け
れ
ど
構
成
要

素
に
分
け
て
い
く
と
共
通
の
部
分
が
か
な
り
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
わ
か
っ

て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

最
後
は
、
漢
字
は
文
字
と
い
う
よ
り
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、

ど
の
国
の
言
語
で
も
、
対
義
概
念
、
類
義
概
念
の
こ
と
ば
が
あ
り
、
ま
た
、
上
位

語
が
あ
っ
て
、
そ
の
下
に
た
く
さ
ん
下
位

の
意
味
の
こ
と
ば
が
つ
な
が
る
と
い
っ
た

意
味
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
う
ま
く
使
っ
て
漢
字
を
勉
強
す

る
、
ま
た
は
漢
字
を
こ
と
ば
の
勉
強
に
活

か
し
て
い
け
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を
考

え
て
、
日
本
語
教
育
の
な
か
で
や
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

情
報
の
も
つ
面
白
さ
と
難
し
さ

こ
の
よ
う
な
漢
字
が
も
つ
情
報
一
つ
ひ
と
つ
に
面
白
さ
と
難
し
さ
が
あ
る
と
考

え
る
と
、
ど
こ
が
面
白
く
、
ど
こ
が
難
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
形
が
難
し

い
の
か
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
点
画
が
多
く
、
書
き
順
も

「
右
」
と「
左
」
で
違
う
と
か
、「
必
」
の
よ
う
に
、
な
ぜ
そ
の
順
番
で
書
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
筆
順
の
漢
字
も
あ
り
ま
す（
図
6
）。
ま
た
、

非
常
に
似
て
い
る
字
形
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
士
」
と「
土
」、「
待
」
と

「
持
」、
見
慣
れ
な
い
と
み
ん
な
同
じ
に
見
え
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
逆
に
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
や
ほ
か
の
国
の
シ
ン
プ
ル
な
文
字
の
形
に
は
な
い
、
非
常
に
変
わ
っ
た
形

を
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
意
味
の
イ
メ
ー
ジ
が
膨
ら
み
や
す
い
と
か
、
共
通

の
構
成
要
素
を
探
し
た
り
、
そ
の
構
成
要
素
も
ど
こ
に
現
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
神

出
鬼
没
な
ほ
ど
バ
ラ
バ
ラ
な
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
一
定
の
構
造
性
が
あ
る
よ
う

な
こ
と
に
気
が
つ
く
と
、
い
わ
ば
文
法
に
近
い
よ
う
な
面
白
さ
を
成
人
の
学
習
者 図6　形が難しい！  形が面白い！

★点画が多く、形が複雑
★書き順が複雑・不統一　
★類似形が多くまぎらわしい

★形がユニークでイメージが膨らむ
★共通の構成要素を持つ
★構成要素の配置には構造性がある
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だ
と
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

読
み
は
難
し
い
で
す
ね（
図
7
）。
読
み
に
面
白
い
こ
と
が
あ
る
か
と
い
わ
れ
る

と
、
あ
ま
り
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
が
い
ま
漢
字
教
育
で
一
番
遅
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
漢
字
を
覚
え
る
と
き
の
方
略
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
研
究
で
も
、
形

の
再
生
や
意
味
と
の
連
合
の
と
こ
ろ
は
非
常
に
進
ん
で
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な

読
み
な
の
か
を
覚
え
る
と
こ
ろ
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
歴
史
的
に

こ
う
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
い
て
い
え
ば
、
形
声
文
字
の
音

符
を
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
教
え
る
と
か
、
連
濁
と
か
促
音
化
に
関
し
て
は
、

一
種
の
文
法
の
よ
う
な
音
変
化
の
ル
ー
ル
を
教
え
な
が
ら
漢
字
を
教
え
る
よ
う
な

こ
と
が
、
多
少
は
面
白
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
あ
ま
り
面
白
く
は
な
い
で

す
よ
ね
。

意
味
は
、
あ
ま
り
難
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん（
図
8
）。
ど
こ
の
国
で
も
こ
と
ば
に

は
意
味
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
形
を
見
る
と
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な
漢
字
は
数
が

限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、
全
部
同
じ
漢
字
一
色
と
思
う

と
、
確
か
に
迷
路
に
は
い
り
込
ん
で
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
難
し

い
と
い
う
よ
り
、
教
え
る
側
が
リ
ー
ド
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

面
白
さ
か
ら
い
え
ば
、
ど
こ
の
国
の
こ
と
ば
で
も
あ
る
よ
う
な
、
こ
う
い
っ
た
も

の
を
頭
の
な
か
で
い
ろ
い
ろ
覚
え
て
い
っ
て
、
文
を
作
っ
た
り
、
読
ん
だ
り
、
書

い
た
り
す
る
こ
と
で
意
味
が
わ
か
れ
ば
面
白
さ
も
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
こ
と

は
、
漢
字
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
外
国
語
を
習
う
と
き
も
同

じ
だ
と
思
い
ま
す
。

用
法
は
、
漢
字
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
語
彙
の
問
題
な
の
で
、
文
法
、
文
脈
と

一
緒
に
覚
え
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
単
語
だ
け
で
覚
え

て
い
た
の
で
は
覚
え
ら
れ
な
い
も
の
で
す（
図
9
）。
い
ま
ま

で
の
漢
字
教
育
は
、
日
本
語
の
文
法
と
切
り
離
し
た
と
こ
ろ

で
漢
字
だ
け
を
教
え
よ
う
と
し
た
り
、
こ
と
ば
だ
け
を
覚
え

さ
せ
よ
う
と
し
た
り
す
る
の
で
、
い
く
ら
覚
え
て
も
す
ぐ
忘

れ
て
し
ま
っ
た
り
、
使
え
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
問

題
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
語
彙
と
し
て
漢
字

の
使
い
方
を
覚
え
る
こ
と
で
日
本
語
の
文
法
も
覚
え
ら
れ
ま

す
。
送
り
仮
名
の
つ
け
方
を
覚
え
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
種
類

の
動
詞
な
の
か
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
か
、
相
互
に

勉
強
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

語
彙
の
数
だ
と
思
え
ば
、
数
の
多
さ
は
し
か
た
が
な
い
の

で
す
。
し
か
し
、
二
十
六
字
と
か
五
十
字
と
い
っ
た
数
の
文

図7　読みが難しい！  読みが面白い？

図8　意味が難しい？  意味が面白い！　

図9　漢字の用法は、語彙・文法といっしょに！

★1字に複数の読みが対応（音読みと訓読み）

★類似音が多い → 形声文字の音符　　

★熟語の読み方が複雑（重箱読み／湯桶読み）

★連濁や促音化など → 音変化のルール

★特殊な読み方

★象形文字、指事文字、会意文字は数が限られ
ている
★中心義と派生義がある
★階層構造を持つ意味的概念ネットワーク　
　☆対義・反義概念　
　☆類義概念　
　☆上位概念・下位概念　

★造語性（造語のルールと語構成）
★送り仮名のつけ方
★品詞性
★文中での共起性（コロケーション）
★文体・ジャンルなど使用上の制約
★日本語の表記システムにおける役割
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字
し
か
知
ら
な
い
人
た
ち
に
、
い
き
な
り
「
漢
字
っ
て
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
け
ど
、

い
っ
た
い
何
字
覚
え
れ
ば
い
い
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
て
、「
と
り
あ
え
ず
二
千
字

か
な
」
と
か
答
え
る
と
、
シ
ョ
ッ
ク
な
わ
け
で
す
。

私
の
か
つ
て
の
上
司
で
も
あ
り
同
僚
で
も
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
の
カ
イ
ザ
ー
先
生

が
、
ま
ず
、「
漢
字
辞
典
で
一
番
大
き
い『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
五
万
字
あ
る
」
と

い
え
と
い
う
提
言
を
し
て
い
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
も
天
文
学
的
な
数
字
な
の
で
、

シ
ョ
ッ
ク
を
通
り
越
し
て
み
ん
な
唖
然
と
し
ま
す
。
そ
ん
な
の
が
文
字
で
あ
る
は

ず
が
な
い
。
や
は
り
文
字
で
は
な
く
て
語
な
の
だ
と
い
う
、
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ク
療

法
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、「
常
用
漢
字
は
二
千
字
ほ
ど
で
す
」
と
。
最
初
に

二
千
字
と
い
う
と
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
い
の
で
す
が
、
五
万
字
の
あ
と
に
二
千
字
と

い
わ
れ
る
と
、「
ま
あ
、
そ
う
か
」、
少
し
妥
協
し
よ
う
か
な
と
い
う
よ
う
な
気
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
国
立
国
語
研
究
所
の
一
九
七
六
年
に
で
た
調
査
報
告（
注
1
）で
、
新

聞
三
紙
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
使
用
頻
度
の
高
い
千
字
ほ
ど
の
漢
字
を
知
っ
て
い

れ
ば
、
新
聞
の
約
九
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
結
果
が
で
て
い
ま
す
。

ま
た
、
使
用
頻
度
の
高
い
五
百
字
を
知
っ
て
い
れ
ば
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
カ

バ
ー
さ
れ
る
と
い
う
結
果
で
し
た
。
こ
れ
は
、
筑
波
大
学
で
い
ま
使
っ
て
い
る
教

科
書
で
、
基
本
漢
字
と
し
て
五
百
字
を
選
定
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。
五
万

字
か
ら
出
発
し
て
、
長
期
目
標
は
二
千
字
で
す
が
、
短
期
目
標
と
し
て
、
初
級
で

あ
れ
ば
と
り
あ
え
ず
五
百
字
と
い
う
よ
う
に
、
だ
ん
だ
ん
バ
ー
ゲ
ン
し
て
い
く
と
、

学
習
者
も
ち
ょ
っ
と
や
る
気
に
な
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
一
種

の
誤
魔
化
し
で
す
が
、
し
か
た
の
な
い
こ
と
な
の
で
、
心
理
的
に
誤
魔
化
し
て
も
、

や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

漢
字
学
習
の
支
援

結
局
、
漢
字
は
、
本
人
が
覚

え
な
け
れ
ば
、
先
生
が
無
理
矢

理
、
頭
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
自
律
学
習
で
す
。
そ

れ
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
、
ど

う
や
っ
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
か
に

つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト

が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
記

憶
を
忘
れ
に
く
く
し
た
り
、
記

憶
を
促
進
し
た
り
す
る
た
め
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
作
る
試
み
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

図
10
は
、
漢
字
教
材
を
作
る
本（
注
2
）
に
紹
介
し
た
、
漢
字
教
材
・
学
習
法

の
九
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
外
国
人
学
習
者
、
非
漢
字
圏
学
習
者
、
漢
字
圏
学

習
者
と
い
っ
て
も
、
個
人
個
人
に
よ
っ
て
認
知
ス
タ
イ
ル
、
好
み
が
違
い
ま
す
。

初
等
教
育
や
中
等
教
育
で
ど
ん
な
覚
え
方
を
し
て
き
た
か
、
好
き
な
方
法
や
、

合
っ
て
い
る
と
思
う
方
法
、
や
り
た
く
な
い
方
法
と
か
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

れ
が
一
番
と
い
う
の
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
ス
ト
ー

リ
ー
を
作
る
に
し
て
も
、
武
部
良
明
先
生（
注
3
）が
な
さ
っ
た
よ
う
に
、
漢
字
の

字
源
で
は
な
く
、「
学
」
と
い
う
字
で
あ
れ
ば
、
片
仮
名
の「
ツ
」
と「
ワ
」
と「
子
」

に
分
解
し
て
、
図
11
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
旧
字
体
の「
學
」
を
知
ら
な
い
学
習
者
に
は
こ
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す

い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。

図10　漢字教材・学習法のアプローチ 
（加納ほか , 2011）

<字　形> （1） 字源中心のアプローチ 
 （2） 字形構造中心
<読　み> （3） 音符中心
<記憶術> （4） イメージ中心 
 （5） ストーリー中心 
 （6） 唱えことば中心
<意味用法> （7） 意味・用法中心 
 （8） 使用場面中心
<その他> （9） 生素材による自律的学習法
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図
12
は
、
日
本
人
向
け
の『
漢
字
音
符
字
典
』（
注
4
）
で
す
。
古
く
は
イ
ギ
リ

ス
で
タ
イ
ト
ル
が『T

he Study  of K
anji

』（
注
5
）と
い
う
本
で
、
は
じ
め
て
形

声
文
字
の
音
符
と
い
う
観
点
か
ら
漢
字
を
整
理
し
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
い
ま

だ
に
け
っ
こ
う
支
持
さ
れ
て
い
る
本
で
す
。

ハ
ワ
イ
で
出
版
さ
れ
たR

ow
ley

の
本（
注
6
）
で
は
字
源
は
無
視
し
て
、
漢
字

の
字
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
イ
ラ
ス
ト
化
し
て
い
ま
す
。「
洗
」
と
い
う
字（
図
13
）
は
、

水
滴
の
部
分
が
「
氵
」
で
あ
る
の
は
字
源
に
即
し
て
い
ま
す
が
、
シ
ャ
ワ
ー
ブ
ラ
シ

を
も
っ
て
い
る
人
が
カ
ー
テ
ン
の
後
ろ
で
浴
び
て
い
る
よ
う
な
絵
で
す
。
じ
ゃ
あ

先
生
の「
先
」
は
ど
う
説
明
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
で
て
く
る
と
思
い

ま
す
が
、
イ
メ
ー
ジ
が
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
て
、
見
る
だ
け
で
楽
し
い
。
こ
う

や
っ
て
覚
え
る
の
が
好
き
と
い
う
学
習
者
も
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
あ
と
で
登
壇
さ
れ
る
ガ
リ
ー
ナ
先
生
の『
漢
字
物
語
』（
注
7
）
も

そ
う
で
す
し
、
ボ
イ
ク
マ
ン
先
生
た
ち
の『
ス
ト
ー
リ
ー
で
覚
え
る
漢
字
3
0
0
』

（
注
8
）、
古
く
はH

eisig

先
生
ご
自
身
が
覚
え
た
と
き
の
漢
字
の
意
味
と
形
を
む

す
び
つ
け
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
る
方
法
を
学
習
者
と
共
有
し
よ
う
と
し
て
出
版
さ

れ
た『R

em
em

bering the K
anji

』（
注
9
）
と
い
う
本
も
あ
り
ま
す（
図
14
）。

H
eisig

先
生
の
本
は
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
自
分
た
ち
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
っ

て
覚
え
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
も
非
漢
字
圏
学

習
者
を
対
象
に
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
日
本
人
は
五
七
五
の
リ
ズ
ム
が
好
き
な
の
で
、
唱
え
こ
と
ば
で
覚
え
る

図11　字形構造中心のストーリー：漢字の構成要素

図13　漢字の字形のイメージをイラスト化（Rowley, 1992）

図12　音符中心の整理：形声文字の音符を利用する

学　ツ＋ワ＋子
 「ツ」は「かざり」、「ワ」は「ぼうし」で、
 「子」は「こども」です。「こども」が「ぼうし」をかぶっ
て「がっこう」へいきます。
 「学」のいみは、べんきょうすることです。
（武部良明 1993『漢字はむずかしくない』）

音符  交 コウ

交コウ　  効コウ　  郊コウ　  校コウ・キョウ
まじわる　　ききめ、てがら   都の外郭　　学校、しらべる

絞コウ　  咬コウ  　狡コウ  　較カク・コウ
しぼる、しめる　かむ　　　　ずるい　　　くらべる

（山本康喬 2012『漢字音符字典』東京堂出版）
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こ
と
が
、
小
学
生
向
け
の
教
材（
注
10
）
に
は
数
多
く
あ
り
ま

す（
図
15
）。
外
国
人
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
日
本
人
の
小
学
生

向
け
の
も
の
は
語
彙
が
ち
ょ
っ
と
難
し
す
ぎ
る
の
で
、
そ
こ
を

工
夫
す
れ
ば
、
五
七
五
の
リ
ズ
ム
は
一
種
の
日
本
の
文
化
で
も

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
も
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
図
15
の
よ
う
に
、
下
に
行
く
道
の
左
に
エ
ア
ポ
ー
ト
の

エ
が
あ
る
ほ
う
が
「
左
」、
上
に
い
く
道
の
右
に
ロ
ー
タ
リ
ー
の

ロ
が
あ
る
ほ
う
が
「
右
」
と
覚
え
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

上
に
行
く
か
下
に
行
く
か
間
違
え
る
と
反
対
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
問
題
な
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
や
さ
し
い
語
彙
、
外
国

人
学
習
者
が
初
め
の
こ
ろ
に
習
っ
て
知
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と

ば
を
使
っ
て
、
唱
え
こ
と
ば
に
よ
る
記
憶
術
を
作
っ
て
い
く
よ

う
な
こ
と
も
、
万
人
に
受
け
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
好
き
な

学
生
た
ち
は
い
る
と
思
い
ま
す
。

な
ん
と
い
っ
て
も
漢
字
は
文
化
で
す
。
古
い
伝
統
的
な
文

化
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
若
者
た
ち
が
好
き
な
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
の
な
か
に
も
、
T
シ
ャ
ツ
に
印
刷
さ
れ
る
漢
字
な
ど
は
非
常
に
興
味
を
ひ

き
や
す
い
の
で
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
活
か
し
て
い
く
こ
と
で
、
難
し
い
と
い

う
印
象
か
ら
、
面
白
い
と
い
う
印
象
に
変
え
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。

漢
字
と
い
え
ば
、
複
雑
で
難
し
く
て
古
い
と
い
う
の
が
古
い
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。

い
ま
は
面
白
く
て
、
不
思
議
で
、
価
値
が
あ
り
そ
う
だ
と
も
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
や
メ
キ
シ
コ
で
勉
強
し
て
い
る
学
生
た
ち
が
、
ど
う
し
て
ア
ラ
ビ
ア

語
と
か
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
を
選
ば
な
い
で
日
本
語
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う
と
、
あ

の
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
字
を
自
分
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
優
越
感
と
い
う
か
、
他

の
人
が
知
ら
な
い
こ
と
を
自
分
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
。
な
ん

か
価
値
が
あ
り
そ
う
な
不
可
思
議
な
も
の
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
に

も
な
り
う
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
漢
字
は
、
わ
か
る
だ
け
で
は
だ
め
で
、
使
え
な
い
と
だ
め
、
書
け

な
い
と
だ
め
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
人
だ
っ
て
読
め
る
け
ど
書
け
な

い
漢
字
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
特
に
、
い
ま
は
ワ
ー
プ
ロ
で
書
く
時
代
に
な
り

ま
し
た
か
ら
、
手
で
書
け
と
い
わ
れ
る
と
、
急
に
自
信
が
な
く
な
り
ま
す
。
こ
こ

線
が
二
本
だ
っ
た
か
一
本
だ
っ
た
か
と
か
、
点
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
迷
う
こ

と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
時
代
と
と
も
に
、
読
め
る
こ
と
＝
書
け
る
こ
と
で
は
な
く

図14　学習者の母語でストーリーを作る 
（Heisig, 1977、ガリーナほか , 2005、ボイクマンほか , 2008）

東　木 ＋ 日 ＝ 東　    木 9　日41

ひがし・とう   東 ひがし   東口 ひがしぐち   

東京 とうきょう   関東 かんとう

You can see the sun behind a tree in the east.

Matahari di sebelah timur nampak dibalik pohon. 

インドネシア語・タイ語・ベトナム語
（ボイクマン総子ほか 2008『ストーリーで覚える漢字300』
くろしお出版）

図15　唱えことばによる記憶術（浜西 , 1983）
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な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
外
国
人
の
学
習
者
に
ば
か
り
、
読
め
る
漢
字
は
書
け
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
と
い
う
の
は
不
公
平
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
か
れ
ば
い
い
漢
字
と
、

使
え
な
い
と
い
け
な
い
漢
字
は
分
け
て
覚
え
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
。

よ
く
学
生
に
や
る
の
で
す
が
、
漢
字
の
学
習
を
こ
れ
か
ら
始
め
よ
う
と
し
て
い

る
人
た
ち
に
図
16
を
見
せ
て
、「
な
か
に
一
個
違
う
字
が
は
い
っ
て
い
る
ん
だ
け

ど
、
わ
か
る
？
」
と
い
う
と
、
眼
の
い
い
子
は
探
せ
る
ん
で
す
ね（
図
17
）。
私
な

ん
か
は
老
眼
鏡
が
な
い
と
見
え
な
い
の
で
、
日
本
人
で
も
探
せ
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
自
信
を
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

図
18
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
図
19
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
語
」
と
い
う

漢
字
が
G 

O
と
い
う
形
に
並
ん
で
い
る
、
ち
ょ
っ
と
し
た
お
遊
び
で
す
。
ま
だ
漢

字
を
見
慣
れ
て
い
な
い
と
き
に
や
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
わ
け
の
わ
か
ら
な

い
グ
チ
ャ
グ
チ
ャ
と
し
た
み
ん
な
同
じ
に
見
え
る
と
い
う
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
イ

メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
ク
イ
ズ
に
す
る
と
か
遊
び
に
す
る
と
、

若
い
眼
の
よ
い
人
た
ち
は
、
意
味
も
わ
か
ら
な
い
し
読
め
ま
せ
ん
が
、
見
つ
け
ら

れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
、「
い
や
ー
、
よ
く
で
き
ま
す
ね
ー
」「
あ
な
た
は
日

本
語
の
漢
字
を
勉
強
す
る
素
質
が
あ
る
か
も
」
と
か
い
う
と
、
け
っ
こ
う
み
ん
な

図16　違いがわかる？

図17　違いがわかる？

図18　違いがわかる？

図19　違いがわかる？

読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読語読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読

読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読語読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読

読読読読語語語語語読読読読読読語語語語語読読読読読読読
読読読語読読読読読語読読読読語読読読読読語読読読読読読
読読語読読読読読読読読読読語読読読読読読読語読読読読読
読読語読読読読読読読読読読語読読読読読読読語読読読読読
読読語読読読読語語語語読読語読読読読読読読語読読読読読
読読読語読読読読語語読読読読語読読読読読語読読読読読読
読読読読語語語語読語読読読読読語語語語語読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読

読読読読語語語語語読読読読読読語語語語語読読読読読読読
読読読語読読読読読語読読読読語読読読読読語読読読読読読
読読語読読読読読読読読読読語読読読読読読読語読読読読読
読読語読読読読読読読読読読語読読読読読読読語読読読読読
読読語読読読読語語語語読読語読読読読読読読語読読読読読
読読読語読読読読語語読読読読語読読読読読語読読読読読読
読読読読語語語語読語読読読読読語語語語語読読読読読読読
読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読読
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喜
び
ま
す
。「
も
っ
と
難
し
い
の
を
だ
せ
」
と
か
、
自
分
た
ち
で
問
題
を
作
る
と
か

い
い
だ
し
ま
す
。
難
し
い
と
い
っ
て
い
て
も
し
か
た
が
な
い
の
で
、
楽
し
い
こ
と

も
ち
ょ
っ
と
は
考
え
た
ら
ど
う
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
漢
字
を
他

の
技
能
の
練
習
や
勉
強
と
切
り
離
し
て
、「
こ
れ
は
あ
な
た
の
ほ
う
で
宿
題
と
し
て

や
り
な
さ
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
他
の
活
動
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

読
み
物
を
少
し
面
白
い
も
の
に
す
る
こ
と
は
、
よ
く
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

習
っ
た
漢
字
を
使
っ
て
ポ
ス
タ
ー
を
作
ら
せ
た
り
、
自
分
た
ち
で
物
語
を
書
か
せ

た
り
、
紙
芝
居
な
ん
か
に
さ
せ
る
と
、
け
っ
こ
う
面
白
い
も
の
を
作
り
ま
す（
図

20
）。
漢
字
は
、
読
み
書
き
に
使
う
と
限
定
さ
れ
が
ち
で
す
け
れ
ど
、
聞
き
な
が

ら
漢
字
を
探
す
の
も
大
事
で
す
。
こ
れ
は
、
話
を
聞
き
な
が
ら
ノ
ー
ト
を
と
っ
た

り
、
話
を
聞
き
な
が
ら
な
に
か
作
業
を
し
た
り
と
い
う
、
母
語
話
者
が
普
通
に

や
っ
て
い
る
こ
と
を
、
外
国
人
学
習
者
に
も
、
学
習
の
な
か
で
や
ら
せ
た
ら
ど
う

か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
字
を
使
っ
て
学
習

者
に
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
話
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
、
自
分
は
ど
う
し
て
こ

の
漢
字
が
好
き
か
み
た
い
な
話
を
五
分
で
発
表
さ
せ
る
み
た
い
な
こ
と
を
さ
せ
る

と
、
漢
字
を
覚
え
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
語
の
話
す
力
も
つ
く
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

最
終
的
に
は
、
二
千
も
あ
る
字
を
一
つ
ひ
と
つ
記
憶
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
教
室

で
は
保
証
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
自
律
学
習
に
任
せ
る
し
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
ん
な
漢
字
を
覚
え
る
の
か
は
学
習
者
自
身
に
決
め
さ
せ

る
。
い
ま
は
携
帯
で
町
の
サ
イ
ン
と
か
看
板
な
ん
か
も
写
真
が
撮
れ
ま
す
の
で
、

そ
の
よ
う
な
も
の
を
撮
っ
て
き
て
ク
ラ
ス
で
お
互
い
に
シ
ェ
ア
す
る
。
あ
る
い
は
、

初
級
も
後
半
く
ら
い
に
な
っ
て
日
本
語
が
少
し
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
先
生

が
い
つ
も
漢
字
の
導
入
を
す
る
の
で
は
な

く
、
交
代
で
導
入
さ
せ
る
と
、
非
常
に
面
白

い
工
夫
を
し
て
く
れ
る
学
習
者
も
い
て
、
そ

の
漢
字
は
み
ん
な
よ
く
覚
え
て
い
た
り
し
ま

す
。
先
生
が
う
ま
く
教
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

も
、
学
習
者
ど
う
し
な
ら
う
ま
く
教
え
ら
れ

る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
メ
キ
シ

コ
な
ど
で
は
実
践
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

テ
ス
ト
も
、
期
末
テ
ス
ト
の
よ
う
な
成
績

に
か
か
わ
る
こ
と
は
先
生
が
や
ら
な
い
と
責

任
上
い
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
々

の
ク
イ
ズ
と
か
小
テ
ス
ト
は
お
互
い
に
作
ら

せ
て
採
点
も
自
分
た
ち
で
や
ら
せ
る
と
、
む

し
ろ
学
習
者
の
方
が
学
習
者
に
は
厳
し
い
ん
で
す
。
先
生
の
ほ
う
が
甘
い
。
こ
こ

が
撥
ね
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
で
、
た
ま
に
や
ら
せ
て
み
る
と

面
白
い
と
思
い
ま
す
。

漢
字
学
習
支
援
に
お
け
る
教
師
の
役
割

そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
た
ら
教
師
は
な
に
も
す
る
こ
と
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
習
の
交
通
整
理

を
し
て
あ
げ
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。
い
ま
い
っ
た
よ
う
な
面
白
い
、
楽
し

い
よ
う
な
や
り
方
で
漢
字
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
は
、
地
域
で
勉
強
し
て
い
る
人
た

ち
に
も
き
っ
か
け
と
し
て
よ
い
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
本
が
読
め
る
よ
う
に
な
り 図20　漢字学習と他の技能の学習とのコラボ

☆面白い素材の読み物　

　→ 漫画、テレビCM、広告、ジョーク集

☆習った漢字でポスターを作る、物語を書く

☆聞きながら、漢字を探す

☆漢字を使って、話す
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た
い
、
新
聞
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
日
本
語
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
な
い
と

い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
人
た
ち
に
は
、
あ
る
程
度
、
体
系
的
な
学
習
へ
の
道
筋

を
示
し
て
あ
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す（
図
21
）。
医
学
な
ど
を
や
る
人
た
ち
は
、
も

の
す
ご
く
難
し
い
常
用
漢
字
で
は
な
い
よ
う
な
漢
字
も
医
学
用
語
に
は
た
く
さ
ん

で
て
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
場
合
も
、
構
成
要
素
の
面
か
ら
分
析
で
き
る
力
や
、

漢
字
を
ヒ
ン
ト
に
語
構
成
を
分
析
で
き
る
力
な
ど
が
あ
れ
ば
、
自
分
た
ち
で
乗
り

越
え
て
い
け
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
学
習
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
先
生
に
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
し
て
ほ
し
い
と
い
う
学
習
者
は
多
く
い
ま
す
。
や
ら
せ
っ
ぱ
な
し
で
は
な

く
、
ど
こ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
て
、
ど
こ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
の
か
と
い
う

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
必
要
で
す
。
い
ま
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ど
ん
ど
ん
情
報
が
と
れ

る
社
会
で
す
し
、
辞
書
や
参
考
書
を
使
っ

て
自
分
た
ち
で
も
勉
強
が
で
き
ま
す
。
な

ん
と
い
っ
て
も
漢
字
は
自
律
学
習
が
中
心

に
な
る
と
は
い
う
も
の
の
、
ど
う
や
っ
た

ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
学
習
者
も

多
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
紹
介
し
て
、
そ
の

な
か
か
ら
自
分
に
合
っ
た
方
法
を
選
ん
で

も
ら
う
。
や
っ
て
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

ら
、
適
宜
、
他
の
方
法
も
あ
る
こ
と
を
示

し
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
す
る
こ
と

が
大
事
で
す（
図
22
）。

お
わ
り
に

漢
字
学
習
の
道
は
果
て
し
な
く
続
き
ま
す
。
そ
ん
な
に
簡
単
に
は
終
わ
り
ま
せ

ん
。
平
仮
名
や
片
仮
名
の
よ
う
に
、
五
十
音
が
全
部
終
わ
り
ま
し
た
と
い
う
日
は

き
ま
せ
ん
。
い
つ
ま
で
も
続
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
先
に
光
が
見
え
な
い
ト
ン
ネ

ル
に
は
い
っ
た
よ
う
な
状
態
だ
と
、
心
理
的
に
ス
ト
レ
ス
に
圧
迫
さ
れ
て
、
途
中

で
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
、
な
に
か
自
分
を
正
当
化
す
る
理
由
を
見
つ
け
て
、
こ
ん

な
も
の
は
や
ら
な
く
て
い
い
と
か
い
う
よ
う
に
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
人
が
増
え
て

し
ま
う
の
が
残
念
な
こ
と
で
す
。
先
に
光
が
見
え
れ
ば
、
難
し
い
難
し
い
と
い
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
て
、
面
白
さ
も
見
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
て
い
く
な
か
で
、

漢
字
は
、
非
漢
字
圏
学
習
者
に
と
っ
て
は
非

常
に
大
き
な
圧
迫
す
る
壁
に
な
り
え
る
も
の
で

す
。
そ
こ
を
な
ん
と
か
突
破
す
る
た
め
に
、
難

し
さ
だ
け
で
な
く
、
面
白
さ
、
楽
し
さ
を
見
つ

け
さ
せ
た
い
。
一
人
で
コ
ツ
コ
ツ
出
口
の
見
え

な
い
ト
ン
ネ
ル
の
な
か
で
作
業
す
る
の
は
辛
い

も
の
な
の
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
明
る
い
光
が
見

え
る
と
こ
ろ
に
で
て
、
一
人
で
な
く
み
ん
な
で

活
動
し
な
が
ら
勉
強
し
て
い
け
る
よ
う
に
な
れ

ば
い
い
と
い
う
の
が
、
非
漢
字
圏
学
習
者
に
対

す
る
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。

反
対
に
、
漢
字
圏
の
人
た
ち
は
、
も
う
漢
字

は
で
き
る
、
わ
か
る
か
ら
特
に
勉
強
し
な
く
て

図21　体系的な学習への道筋を示す

図22　学習方法を紹介し、適宜アドバイス

部　首

音　符

接頭辞

接尾辞

語
構成

構成
要素

インター
ネット 

辞書 
参考書 自律学習 
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も
い
い
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
も
け
っ
こ
う
多
い
ん
で
す
ね
。
特
に
は
じ
め
の
こ

ろ
で
す
。
上
級
く
ら
い
に
な
る
と
、
漢
字
を
ま
じ
め
に
勉
強
し
な
か
っ
た
か
ら
か
、

読
み
が
不
正
確
な
の
も
、
発
音
が
不
正
確
な
の
も
、
中
国
語
で
使
う
品
詞
の
使
い

方
と
日
本
語
で
使
う
品
詞
の
使
い
方
が
違
う
の
で
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
そ
れ
が

な
お
ら
な
い
。
逆
に
、
非
漢
字
圏
の
学
習
者
の
ほ
う
が
上
級
ま
で
き
て
い
る
人
た

ち
は
、
じ
つ
に
鮮
や
か
に
こ
と
ば
を
使
い
分
け
て
、
漢
字
も
正
し
く
使
い
分
け
て

い
る
の
を
横
目
で
見
な
が
ら
、
ど
う
し
て
は
じ
め
の
こ
ろ
か
ら
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し

な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
後
悔
す
る
人
も
多
い
の
で
す
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
先

生
に
も
責
任
が
あ
り
ま
す
。
教
室
に
漢
字
圏
と
非
漢
字
圏
の
学
習
者
が
い
た
ら
、

先
生
は
非
漢
字
圏
の
学
習
者
ば
か
り
面
倒
を
み
て
、
漢
字
圏
の
学
習
者
に
対
し
て

は
、
あ
な
た
は
も
う
大
丈
夫
だ
か
ら
自
分
で
や
り
な
さ
い
と
い
う
よ
う
に
ほ
う
っ

て
お
く
よ
う
な
こ
と
が
多
い
ん
で
す
ね
。
漢
字
圏
の
学
習
者
は
、
も
う
大
丈
夫
だ

と
思
い
す
ぎ
て
い
て
、
自
分
の
弱
点
や
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
が

つ
か
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
警
告
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
。

漢
字
学
習
の
道
は
け
っ
し
て
一
本
で
は
な
く
て
、
学
習
者
の
出
身
の
文
化
圏
、

学
習
目
的
な
ど
に
よ
っ
て
、
頂
上
に
登
る
た
め
に
は
何
本
も
道
筋
が
あ
り
ま
す
。

な
ん
の
た
め
に
、
ど
こ
ま
で
で
き
れ
ば
そ
の
人
の
学
習
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
か
。

日
本
に
旅
行
に
き
て
、
ち
ょ
っ
と
サ
イ
ン
が
読
め
れ
ば
い
い
と
い
う
人
に
、
二
千

字
も
教
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
に
住
ん
で
い
て
、
周
り
に
支
援
し
て
く

れ
る
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、
読
み
書
き
は
で
き
な
く
て
も
、
話
を
聞
い

て
わ
か
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
最
初
か
ら
漢
字
で
苦
し
め
る
こ
と

は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
や
っ
ぱ
り
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
読

め
た
ら
便
利
だ
な
あ
、
読
め
た
り
書
け
た
り
で
き
る
こ
と
で
自
分
が
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
で
き
る
と
気
が
つ
い
た
と
き
、
そ
の
道
筋
を
示
し
て
あ
げ
ら
れ
る
教
師
が

必
要
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
漢
字
圏
の
人
た
ち
に
は
、
は
じ
め
に
、
む

し
ろ
厳
し
い
こ
と
を
い
っ
て
、
日
本
の
漢
字
と
中
国
の
漢
字
は
違
う
と
い
う
こ
と

を
し
っ
か
り
認
識
さ
せ
て
勉
強
を
は
じ
め
さ
せ
れ
ば
、
中
級
、
上
級
に
な
っ
た
と

き
ど
ん
ど
ん
上
達
し
て
い
け
ま
す
。
い
ま
の
よ
う
に
停
滞
し
な
く
て
す
む
日
が
く

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
時
間
で
し
た
の
で
ま
だ
ま
だ
お
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、

こ
の
あ
と
に
控
え
て
お
ら
れ
る
五
名
の
先
生
方
か
ら
世
界
の
漢
字
教
育
の
話
を
聞

く
こ
と
を
楽
し
み
に
、
私
か
ら
の
お
話
は
こ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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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

林 立萍（りん りっぺい）
台湾大学教授。名古屋大学大学院文学研究科博士（文学）。専門
は、日本語語彙、漢字情報処理。著書は『『大漢語林』による統合漢
字の比較語彙論的研究序説 そのための基礎研究－』（凱侖出版社、
2005年）、『国際日本学研究の最前線に向けて 流行・ことば・物語
の力』（編著、台湾大学出版中心、2013年）、『日本昔話語彙の研究』
（台湾大学出版中心、2014年）。

台
湾
の
日
本
語
教
育
に
お
け
る
漢
字
学
習

林 

立
萍

報 告

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 

2012年
順位

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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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
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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
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フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ど
ん
な
国
？

本
題
に
は
い
る
前
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
少
し
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ご
存
知
の
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
あ
る
島
国
で
、
現
在
人
口
は

一
億
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か

で
、
マ
レ
ー
系
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
、
中
国

系
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
、
ス
ペ
イ
ン
系
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
や
少
数
民
族
が
い
ま
す
。
多

民
族
国
家
で
す
の
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国

内
の
言
語
数
は
百
言
語
以
上
に
も
な
っ

て
い
ま
す（
図
1
）。
公
用
語
と
し
て
英

語
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
特
徴
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
は

人
材
輸
出
国
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

ま
す
。
一
九
七
○
年
代
か
ら
フ
ィ
リ
ピ

ン
政
府
は
労
働
者
が
世
界
各
国
へ
出
稼

ぎ
に
い
く
こ
と
を
奨
励
し
は
じ
め
ま
し

た
。
現
在
、
外
国
に
出
稼
ぎ
に
で
て
い
る
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
は
一
千
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
二
○
○
○
年
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
で

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
や
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ロ
セ
ス
・

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
会
社（
B
P
O
）
が
多
く

な
っ
て
、
現
在
約
八
十
万
人
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

が
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
や
B
P
O
で
働
い
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
企
業
は
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ

や
イ
ギ
リ
ス
の
企
業
を
支
え
る
た
め
の
英
語
を

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
ス
ペ
イ
ン

語
、
中
国
語
、
タ
イ
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
、
フ
ラ

ン
ス
語
と
日
本
語
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
も
し
て
い

ま
す
。
以
前
、
日
本
語
の
で
き
る
人
材
を
必

要
と
し
て
い
た
の
は
日
本
企
業
だ
け
で
し
た

が
、
現
在
で
は
コ
カ
コ
ー
ラ
、
I
B
M
、
ネ
ス

レ
ー
、
ド
イ
ツ
銀
行
の
よ
う
な
多
国
籍
企
業
と

そ
の
下
請
け
を
し
て
い
る
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

フランチェスカ・ヴェントゥーラ（Francesca VENTURA）

国際交流基金マニラ日本文化センター非常勤講師。Deutsche 
Knowledge Services, Senior Associate。2007年、政策研究
大学院大学日本語教育指導者養成プログラム（修士課程）を
修了。アテネオ・デ・マニラ大学、フィリピン大学 IT研修セン
ターなどフィリピンの様々な日本語教育機関で日本語を教
える傍ら、国際交流基金マニラ日本文化センターの教材作成
チームのメンバーとして、フィリピン中等日本語教育用教材
『enTree－Halina! Be a Nihongojin!!－』の開発のほか、中
等日本語教育の教師養成にも携わってきた。

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
漢
字
教
育
の
現
状

︱
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
学
習
者
と
教
師
の
漢
字
学
習
ビ
リ
ー
フ
と

　
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
に
つ
い
て
︱

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ・ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ

報 告

図1　フィリピンはどんな国？

□多民族・多文化･
多言語国家

□人材輸出国

□コールセンターやビジ
ネス・プロセス・アウト
ソーシング会社（BPO）
が多い
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会
社（
図
2
）
も
日
本
語
能
力
を
必
要
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
就
く

た
め
に
日
本
語
能
力
試
験
の
N
1
、
N
2
合
格
が
条
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
語
能
力
試
験
と
い
う
の
は
、
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
人
を
対
象
に
、
日

本
国
際
教
育
支
援
協
会
と
国
際
交
流
基
金
セ
ン
タ
ー
が
行
う
日
本
語
の
試
験
で

す
。
一
番
高
い
レ
ベ
ル
が
N
1
で
、
N
1
に
合
格
す
る
た
め
に
は
、
漢
字
を
二
千

字
程
度
と
、
語
彙
を
一
万
語
程
度
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
N
2
は

N
1
よ
り
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
で
す
が
、
そ
れ
で
も
N
2
に
合
格
す
る
た
め
に
は
、

漢
字
を
千
字
程
度
と
語
彙
六
千
語
程
度
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
日
本
語
教
育

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
日
本
語
学
習
者
の
人
数
は
、
二

○
一
二
年
に
約
三
万
二
千
人
に
の
ぼ
り
、
世
界
十
位

に
な
り
ま
し
た
が
、
N
1
と
N
2
に
合
格
す
る
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
の
日
本
語
学
習
者
は
非
常
に
少
な
い
の
が

現
状
で
す
。
現
地
の
先
生
に
、「
多
く
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
の
日
本
語
学
習
者
は
、
な
ぜ
、
日
本
語
能
力
試

験
N
1
、
N
2
ま
で
至
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
聞
く

と
、「
漢
字
に
慣
れ
て
い
な
い
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
と
っ

て
漢
字
学
習
は
困
難
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
意
見

が
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。
で
も
、
漢
字
自
体
の
難
し
さ

以
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
漢
字
学
習
・
習
得
過
程

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
日
本
語
教
育
機
関
に
お
い
て
は
、

漢
字
は
よ
く
平
仮
名
と
片
仮
名
の
修
業
後
す
ぐ
に
教
え
ら
れ
ま
す
。
大
学
と
日
本

語
学
校
で
は
、
漢
字
は
日
本
語
の
授
業
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
十
か
月
く
ら
い
の
集
中
日
本
語
コ
ー
ス
を
実
施
し
、
漢
字
を
独
立
し
た

課
目
と
し
て
扱
っ
て
い
る
機
関
も
あ
り
ま
す
。
集
中
日
本
語
コ
ー
ス
と
一
般
の
日

本
古
語
の
授
業
に
お
け
る
日
本
語
の
漢
字
教
育
の
主
な
違
い
は
、
漢
字
を
教
え
る

時
間
数
と
学
習
漢
字
の
数
で
す
。
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
教
科
書
に
は
、
ベ
ー
ス
漢

字
五
百
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
違
う
教
材
を
使
っ
て
も
、
授
業
の

内
容
も
、
漢
字
を
教
え
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
指
導
要
項
も
ほ
と
ん
ど
か
わ
り

ま
せ
ん
。

一
般
の
日
本
語
の
授
業
は
、
週
二
回
程
度
行
わ
れ
、
各
授
業
時
間
は
一
時
間

半
か
ら
二
時
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
漢
字
指
導
は
週
一
回
か
二
回
で

二
十
分
か
ら
三
十
分
程
度
行
わ
れ
、
学
習
漢

字
数
は
五
字
か
ら
十
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一

方
、
集
中
日
本
語
コ
ー
ス
で
は
、
漢
字
の
指
導

は
週
一
回
か
二
回
で
、
授
業
の
時
間
が
二
時
間

か
ら
三
時
間
程
度
で
、
学
習
漢
字
数
は
約
二
十

字
か
ら
二
十
五
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。
機
関
と

し
て
初
級
段
階
で
の
到
達
目
標
は
、
日
本
語
能

力
試
験
N
4
合
格
者
レ
ベ
ル
で
、
学
習
漢
字

数
は
五
百
字
で
す
。
中
級
段
階
の
到
達
目
標
は

M
2
合
格
レ
ベ
ル
で
、
学
習
漢
字
は
千
字
と

な
っ
て
い
ま
す
。

図2　フィリピンはどんな国？

このような仕事に就くために日本語能力試験の
N1かN2合格が条件になっている！

しかし、N1とN2に合格するフィリピン人日本語
学習者が非常に少ない。
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フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
漢
字
教
育
の
問
題
点

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
漢
字
は
一
般
的
に
似
た
よ
う
な
方
法
で
教
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
図
3
は『B

A
SIC

 K
A

N
JI B

O
O

K

』
か
ら
と
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
見
な
が

ら
学
生
は
漢
字
を
勉
強
し
ま
す
。
ま
ず
、
教
師
は
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
漢
字
を

学
習
者
に
見
せ
て
、
漢
字
の
意
味
を
英
語
か
フ
ィ
リ
ピ
ン
語
で
説
明
し
ま
す
。
そ

の
あ
と
、
漢
字
の
読
み
方
と
熟
語
を
学
習
者
に
読
ま
せ
ま
す
。
学
習
者
が
漢
字
の

意
味
と
読
み
方
が
わ
か
っ
た

ら
、
教
師
は
漢
字
の
書
き
順

を
見
せ
る
た
め
に
、
漢
字
を

黒
板
や
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に

書
き
、
升
の
あ
る
漢
字
シ
ー

ト
に
五
か
ら
十
回
く
ら
い
漢

字
を
書
い
て
も
ら
い
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
教
師
は
フ

ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
使
っ
て

熟
語
の
読
み
の
練
習
を
行

い
ま
す
。
漢
字
の
授
業
が

終
わ
っ
た
ら
、
教
師
は
練
習

シ
ー
ト
を
集
め
て
、
次
の
授

業
で
ク
イ
ズ
を
し
ま
す（
図

4
）。フ

ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
漢

字
教
育
の
問
題
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
問
題
が
あ

げ
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
日
本
語
学
習
者

は
、
漢
字
に
対
し
て

否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
も
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る

日
本
語
教
師
が
少
な

く
な
い
こ
と
で
す
。

ま
た
、
一
般
的
な
日

本
語
の
授
業
は
文
法
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
教
師
は
先
に
文
法
を
説
明
し

て
、
余
っ
た
時
間
で
漢
字
を
教
え
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
学

習
者
の
漢
字
学
習
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
下
が
り
、
欠
席
が
多
く
な
っ
た

り
、
日
本
語
の
勉
強
を
や
め
た
り
す
る
学
習
者
も
い
ま
す
。
こ
の
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
、
漢
字
学
習
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
要
因
を
把
握
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

漢
字
学
習
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
要
因
に
は
、
学
習
者
要
因
と
、
学
習

環
境
要
因
、
そ
し
て
社
会
・
伝
統
・
文
化
的
要
因
が
あ
り
ま
す（
図
5
）。
こ
の
要

因
は
、
学
習
者
と
教
師
の
漢
字
学
習
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ
に
影
響
を
与
え
、
学
習

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
、
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
と
学
習
成
果
を
左
右
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
か
ら
学
習
成
果
を
あ
げ
る
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
学
習
者
と
教

師
の
漢
字
学
習
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ
と
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
に
つ
い
て
み
て
い
く

こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

図3　漢字の教え方

図4　漢字の教え方

①学習者に漢字を見せる

④漢字の書き順を教える（書写） Sample taken from Basic Kanji Book 500

②学習者に英語で漢字の意味を読ませる

③漢字の読み方と熟語を読ませる

学習者に漢字を見せる

漢字の意味を読ませる

漢字の読み方と熟語を読ませる

漢字の書き順を教える（書写）

フラッシュカードで読み練習をする

ク　イ　ズ
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漢
字
学
習
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ

漢
字
学
習
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ
と
い
う
の
は
、
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
学
習
方

法
や
、
そ
の
効
果
な
ど
に
つ
い
て
自
覚
的
ま
た
は
無
自
覚
的
に
思
っ
て
い
る
こ
と
、

感
じ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
信
じ
て
い
る
こ
と
す
べ
て
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
が

日
本
語
を
勉
強
し
は
じ
め
た
と
き
、
漢
字
を

読
み
た
い
の
で
、
楽
し
い
。
い
い
成
績
を
と

る
に
は
、
漢
字
の
意
味
、
訓
読
み
、
音
読
み

を
同
時
に
覚
え
た
ほ
う
が
い
い
。
漢
字
を
覚

え
る
と
、
日
本
語
能
力
が
上
が
る
。
漢
字
を

覚
え
る
に
は
、
復
習
が
欠
か
せ
な
い
も
の
だ

な
ど
の
ビ
リ
ー
フ
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
私

は
こ
の
ビ
リ
ー
フ
を
七
つ
の
領
域
に
分
類
し

ま
し
た
。

①
私
の
国
は
日
本
と
文
化
的
、
政
治
的
、
経

済
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
漢
字

の
社
会
的
、
伝
統
的
、
文
化
的
な
価
値
に

対
す
る
ビ
リ
ー
フ

②
漢
字
の
読
み
書
き
は
難
し
く
て
、
日
本
語

学
習
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
漢
字

の
難
し
さ
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ

③
四
十
歳
以
上
の
大
人
に
と
っ
て
漢
字
学
習

は
難
し
い
、
中
国
語
学
習
経
験
の
あ
る
学

習
者
は
、
漢
字
は
得
意
だ
と
い
う
よ
う
な

適
正
に
関
す
る
ビ
リ
ー
フ

④
漢
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
と
よ
い
仕
事
に
就
け
る
よ
う
な
、
漢
字
の
有
効
性

に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ

⑤
漢
字
を
勉
強
す
る
の
が
楽
し
い
と
い
う
よ
う
な
、
漢
字
の
よ
い
面
に
対
す
る
ビ

リ
ー
フ

⑥ 

漢
字
を
教
え
る
際
、
教
師
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
授
法

を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
教

師
の
役
割
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ

⑦ 

漢
字
の
書
き
順
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
な
漢
字
学
習
法
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
学
習
者
と
教
師
の 

漢
字
学
習
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
行
っ
た
二
○
○
七
年
と
二
○
一
四

年
の
調
査
か
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
学
習
者
と

教
師
の
漢
字
学
習
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ
を
具
体
的
に

見
て
い
き
ま
し
ょ
う（
図
6
）。

漢
字
に
対
す
る
ビ
リ
ー
フ
と
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用

を
知
る
た
め
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
学
習
者
、

主
に
大
学
生
と
社
会
人
と
、
彼
ら
の
教
師
を
対
象
に

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
な
お
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
学
校
制
度
は
日
本
と

異
な
っ
て
、
大
学
に
は
十
四
歳
か
ら
二
十
一
歳
く
ら

い
の
学
生
が
い
ま
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
学
習

図5　漢字学習過程に影響を及ぼしている要因

学習者要因
（ビリーフと学習スト
ラテジー使用を含む）

学習成果

学習成果を上げるには、フィリピン日本
語学習者と教師の漢字学習に対するビ
リーフとストラテジー使用について見
ていくことが必要だと思われる。

学習環境要因
（ 教材、リソース、教師のビリーフ、

学習ストラテジー使用と
教授ストラテジーを含む）

社会・伝統・
文化的要因

漢字学習･
習得過程

外の世界 学習者の中
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者
と
教
師
の
ビ
リ
ー
フ
と
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
を
知
る
た
め
に
調
査
を
行
い
ま
し

た
が
、
変
化
を
調
べ
る
た
め
に
、
二
○
一
四
年
に
も
同
じ
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

二
○
○
七
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
者
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
学
習
者

九
機
関
二
百
九
名
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
教
師
十
五
機
関
二
十
五
名
で
す
。

そ
の
な
か
の
三
十
四
名
の
学
習
者
と
八
名
の
教
師
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

一
方
、
今
年
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
者
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
学

習
者
五
機
関
百
名
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
教
師
五
機
関
十
二
名
で
、
そ
の
な

か
で
三
名
の
学
習
者
と
三
名
の
教
師
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

二
○
○
七
年
の
調
査
結
果
か
ら
、
学
習
者
の
ビ
リ
ー
フ
は
全
体
的
に
肯
定
的
で

し
た
が
、
教
師
の
ほ
う
は
否
定
的
で
、
学
習
者
に
は
漢
字
学
習
に
お
け
る
適
正
が

な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た（
図
7
）。
ま
た
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
日
本
語
学
習
者
は
、
漢
字
学
習
に
お
い
て
教
師
に
対
す
る
期
待
が
高
く
、
教

師
に
積
極
的
に
役
割
を
は
た
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

教
師
の
役
割
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
自
由
記
述
と
、
学
習
者
に
対
す
る

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
教
師
は
漢
字
の
勉
強
を
よ
り
お
も
し
ろ
く
、
わ
か
り
や
す

く
す
る
た
め
に
、
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
教
え
る
べ
き
だ
、
学
習
者
に
動
機

を
与
え
る
た
め
に
教
師
は
宿
題
、
練
習
、
ク
イ
ズ
な
ど
を
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う

意
見
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
教
師
は
、
教
師
の
役
割
を
自
覚
し
て
い
ま
し
た
が
、
彼

ら
は
漢
字
学
習
法
を
教
師
の
役
割
よ
り
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

学
習
者
の
ビ
リ
ー
フ
の
な
か
で
、
漢
字
の
有
効
性
が
一
番
重
要
な
役
割
を
は
た
し

て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
教
師
の
ビ
リ
ー
フ
の
な
か
で
漢
字
学
習
法
が

一
番
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

二
○
一
四
年
の
調
査
結
果
は
、
二
○
○
七
年
の
調
査
結
果
と
あ
ま
り
か
わ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
次
の
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た（
図
8
）。
ま
ず
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

日
本
語
学
習
者
だ
け
で
な
く
、
教
師
も
漢
字
の
有
効
性
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
最
近
何
人
も
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
日
本
語
教
師
は
、
日
本
語
学
校

や
大
学
だ
け
で
な
く
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ロ
セ
ス
・
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
会
社
な
ど
で

働
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
彼
ら
も
前
よ
り
漢
字
の
有
効
性
を
認
め
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

次
に
、
若
く
て
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
興
味
の
あ
る
教
師
が
増
え
て
い

ま
す
の
で
、
教
師
も
漢
字
と
漢
字
学
習
に
対
し
て
も
っ
と
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

最
後
に
、
教
師
の
ほ
う
は
適
正
に
関
す
る
ビ
リ
ー
フ
が
強
い
が
、
学
習
者
の
ほ

う
は「
努
力
す
れ
ば
誰
で
も
漢
字
が
覚
え
ら
れ
る
」
と
強
く
思
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
ビ
リ
ー
フ
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
。
次
に
、
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に

つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

簡
単
に
い
う
と
、
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
漢
字
学
習
方
法
で
す
が
、
定
義

と
し
て
は
、
漢
字
学
習
に
よ
り
や
さ
し
く
、
よ
り
早
く
、
よ
り
楽
し
く
、
よ
り
自

主
的
に
、
よ
り
効
果
的
に
、
そ
し
て
新
し
い
状
況
に
す
ば
や
く
対
応
す
る
た
め
に

学
習
者
が
と
る
具
体
的
な
行
動
で
す
。

こ
の
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
は
、
五
つ
の
領
域
が
あ
り
ま
す（
図
9
）。
最

初
は
、
新
し
く
習
っ
た
漢
字
を
で
き
る
だ
け
文
や
作
文
で
使
っ
て
み
る
、
漢
字
を

一
つ
の
字
で
は
な
く
熟
語
の
一
部
と
し
て
覚
え
る
、
文
脈
か
ら
知
ら
な
い
漢
字
の

意
味
を
あ
て
て
み
る
な
ど
の
文
脈
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
す
。
簡
単
に
い
う
と
、
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文
脈
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
を
推
測
し
た
り
す
る
方
法

で
す
。

二
番
目
は
、
新
し
く
習
っ
た
漢
字
を
必
修
仮
名
と
漢
字
で
連
想
す
る
、
知
っ
て

い
る
漢
字
を
、
形
、
意
味
ま
た
は
音
で
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
、
漢
字
を
覚
え
る
た

め
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
く
る
、
な
ど
の
連
想
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
す
。
連
想
学

習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
い
う
の
は
、
漢
字
の
成
り
立
ち
の
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
考

え
な
が
ら
学
ぶ
方
法
で
す
。

三
番
目
は
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
使
っ
て
似
て
い
る
漢
字
の
違
い
を
観
察
す

る
、
新
し
く
習
っ
た
漢
字
を
覚
え
る
た
め
に
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
書
く
、
よ
く

知
ら
な
い
漢
字
に
振
り
仮
名
を
ふ
る
な
ど
の
認
知
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
す
。
認

知
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
い
う
の
は
、
他
の
漢
字
と
の
違
い
を
意
識
し
な
が
ら
学

ん
だ
り
、
繰
り
返
し
読
み
書
き
し
た
り
す
る
方
法
で
す
。

図6　学習者と教師の漢字学習に対するビリーフの調査

図7　学習者と教師の漢字学習に対するビリーフの比較（2007年）

図9　漢字学習ストラテジーと漢字教授ストラテジーの5つの領域

2007年の調査

2007年3月～ 7月
マニラ
①アンケート調査
対象者：
・フィリピン人日本語学習者
（9機関・209名）
（大学生と社会人）
・フィリピン人日本語教師
（15機関・25名）
②インタビュー
対象者：　
　フィリピン人日本語学習者（34名）
　フィリピン人日本語教師（8名）

2014年の調査

2014年7月20日～ 8月27日
マニラ
アンケート調査
① 対象者：
・フィリピン人日本語学習者
（5機関・100名）
（大学生と社会人）
・フィリピン人日本語教師
（5機関・12名）
②インタビュー
対象者：　
　フィリピン人日本語学習者（3名）
　フィリピン人日本語教師（3名）

学　習　者

①「教師の役割」への期待が高い
②「漢字の有効性」に特徴がある

教　師

★漢字学習に対して全体に肯定的
である ★漢字学習に対して否定的

①「教師の役割」を自覚している
②フィリピン人学習者には適性がない
③「漢字学習法」に特徴がある

漢字学習ストラテジー（5領域）

ストラテジー領域

①文脈学習ストラテジー
②連想学習ストラテジー
③認知学習ストラテジー
④メタ認知学習ストラテジー
⑤補償学習ストラテジー

漢字教授ストラテジー（5領域）

①文脈教授ストラテジー
②連想教授ストラテジー
③認知教授ストラテジー
④メタ認知教授ストラテジー
⑤ゲーム

図8　学習者と教師の漢字学習に対するビリーフ 
（2014年）

□ 教師も「漢字の有効性」を重視するようになった

□ 漢字学習に対して肯定的なイメージを持っている
教師が増えている

□ 教師の方は適性に関するビリーフが強いが、学習
者の方は、「努力すれば、誰でも漢字が覚えられる」
と強く思っている
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四
番
目
は
、
自
分
の
漢
字
学
習
に
つ
い
て
考
え
る
、
先
生
か
ら
習
っ
た
漢
字
学

習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
利
用
す
る
な
ど
の
メ
タ
認
知
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
す
。
メ

タ
認
知
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
自
分
の
学
習
方
法
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
今
後

の
学
習
方
法
に
つ
い
て
考
え
た
り
す
る
方
法
で
す
。

最
後
の
領
域
は
、
補
修
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
で
、
こ
れ
は
漢
字
の
意
味
、
読
み

方
な
ど
を
調
べ
る
方
法
を
さ
し
て
い
ま
す
。

漢
字
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

簡
単
に
い
う
と
、
漢
字
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
漢
字
を
教
え
る
と
き
の
方
法
で
、

漢
字
を
よ
り
や
さ
し
く
、
よ
り
早
く
、
よ
り
楽
し
く
、
よ
り
効
果
的
に
教
え
ら

れ
る
た
め
に
教
師
が
と
る
行
動
や
工
夫
を
さ
し
て
い
ま
す
。
漢
字
教
授
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
も
五
つ
の
領
域
に
分
け
ま
し
た
。

①
漢
字
を
教
え
る
際
に
生
教
材
を
利
用
し
ま
す
。
既
習
漢
字
が
含
ま
れ
て
い
る
文

章
を
学
生
に
読
ま
せ
る
な
ど
の
文
脈
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

② 

漢
字
を
教
え
る
際
に
、
新
し
く
習
っ
た
漢
字
を
、
仮
名
ま
た
は
必
修
漢
字
と
関

連
づ
け
ま
す
。
学
生
が
漢
字
を
覚
え
ら
れ
る
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
く
る
な

ど
の
連
想
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

③
漢
字
ク
イ
ズ
や
テ
ス
ト
を
頻
繁
し
て
、
漢
字
を
覚
え
る
と
き
、
書
き
順
を
強
調

す
る
な
ど
の
認
知
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

④
学
生
に
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
紹
介
し
て
、
漢
字
学
習
に
利

用
で
き
る
リ
ソ
ー
ス
を
紹
介
す
る
な
ど
の
メ
タ
認
知
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

⑤
ゲ
ー
ム

学
習
者
の
漢
字
学
習
ス
ト
ラ

テ
ジ
ー

今
回
は
時
間
の
都
合
も
あ
る
た

め
、
学
習
者
の
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
に
着
目
し
て
お
話
し
し
ま
す
。

二
○
○
○
年
の
調
査
で
学
習
者
と

教
師
の
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使

用
を
調
べ
て
比
較
し
た
結
果
、
次
の

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た（
図
10
）。
学

習
者
は
、
漢
字
の
形
を
覚
え
る
ス
ト

ラ
テ
ジ
ー
を
よ
り
利
用
し
て
い
ま
す

が
、
漢
字
の
音
ま
た
は
読
み
方
を

覚
え
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
あ
ま
り
使

用
し
ま
せ
ん
。
一
方
、
教
師
は
形
だ

け
で
な
く
、
音
を
覚
え
る
た
め
の
ス

ト
ラ
テ
ジ
ー
も
よ
く
使
用
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
初
級
レ
ベ
ル
の
学
習

者
と
中
・
上
級
レ
ベ
ル
の
学
習
者
の

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
の
違
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
、
教
師
は
学
習
者
に
比
べ
る
と
、
辞
書
を
よ
く
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
、
学
習
者
と
教
師
の
あ
い
だ
で
、
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
使
用

す
る
人
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
項
目
以
外
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を

使
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
自
由
記
述
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
学
習
者 図10　学習者と教師の漢字学習ストラテジー使用の比較（2007年）

学　習　者

①漢字の形を覚えるストラテジーが
多く、漢字の音を覚えるストラテ
ジーが少ない

②辞書をあまり使わない
③学習ストラテジーを使う人はさま
ざまなストラテジーを使っている

★質問項目以外にもさまざまなスト
ラテジーを使っている

教　師

①漢字の形と音を覚えるストラテ
ジーも使っている

②辞書をよく使う
③学習ストラテジーを使う人はさま
ざまなストラテジーを使っている

★質問項目以外のストラテジーを
使っていない
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は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ
な
ど
を
利
用
し
て
漢
字
を
勉
強
し
た
り
、

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
I

M
パ
ッ
ド
を
使
っ
て
漢
字
の
意
味
と
読
み
方
を

調
べ
た
り
、
テ
レ
ビ
番
組
や
映
画
の
字
幕
を
読
ん
で
、
ポ
ス
タ
ー
を
つ
く
っ
て
、

新
し
く
習
う
漢
字
を
見
え
る
と
こ
ろ
に
貼
る
。
他
の
人
に
漢
字
を
教
え
る
、
他
の

人
と
グ
ル
ー
プ
で
勉
強
す
る
。
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
い
な
が
ら
漢
字
の
読
み
を
練
習
す

る
、
日
本
人
ま
た
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
知
ら
な
い
漢
字
の
読
み
方
、
書
き
方
を
聞

く
。
そ
し
て
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
た
め
に
漢
字
を
勉
強
し
な
が
ら
音
楽
を
聴
く
と

い
う
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
な
ど
が
報
告
さ
れ
ま
し
た（
図
11
）。

二
○
一
四
年
の
学
習
者
と
教
師
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
の
上
位
を
二
○
○
七
年
の
調
査
結
果
と
比
べ
る
と
、
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
ま

す（
図
12
）。
学
習
者
は
形
を
覚
え
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
よ
く
使
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
一
方
、
教
師
は
音
を
覚
え
る
た
め
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
よ
く
使
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
二
○
一
四
年
の
調
査
結
果
で
は
上
位
に
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
学
習

者
の
辞
書
使
用
頻
度
が
前
よ
り
高
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
二

○
○
七
年
に
比
べ
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
使
え
る
辞
書
や
翻
訳
サ
イ
ト
に

簡
単
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ス
マ
ホ
に
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

る
辞
書
や
漢
字
を
勉
強
す
る
た
め
の
ア
プ
リ
が
手
に
い
れ
や
す
く
な
っ
た
か
ら
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
自
由
記

述
の
と
こ
ろ
に
、
ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ
で
漢
字
の
勉
強
、
復

習
、
練
習
を
す
る
以
外
の
新
し
い
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
あ
ま

り
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

教
師
の
漢
字
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
学
習
者
の
漢
字
学

習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
に
関
し
て
、
二
○
一
四
年
の
調
査

結
果
と
二
○
○
七
年
の
調
査
結
果
で
大
き
い
変
化
は
見
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
調
査
結
果
で
学
習
者
も
教
師

も
認
知
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
よ
く
使
っ
て
い
る
こ
と
が
見
ら

れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
教
師
は
漢
字
を
教
え
る
際
に
、

書
き
順
を
強
調
し
ま
す
。
一
方
、
学
習
者
は
新
し
い
漢
字

を
習
う
と
、
漢
字
の
書
き
順
を
暗
記
し
ま
す
。
ま
た
、
教

師
は
学
習
者
に
漢
字
を
繰
り
返
し
て
書
か
せ
ま
す
。
一

方
、
学
習
者
は
新
し
く
習
っ
た
漢
字
を
覚
え
る
た
め
に
漢

字
を
繰
り
返
し
書
き
ま
す
。
そ
し
て
、
教
師
は
漢
字
を
教

図11　漢字学習ストラテジー使用（上位）（2014年）

順位 学　習　者 教　師

1
新しく習った漢字の形を目
で覚える（認知）

漢字の訓読みと音読みを同
時に覚える（連想）

2
新しく習った漢字を繰り返
して書く（認知）

漢字を1つの字ではなく、
熟語の1部として覚える
（文脈）

3
新しく習った漢字を既習仮
名や漢字と関連付ける（連
想）

新しく習った漢字をできる
だけ文や作文で使ってみる
（文脈）

4
知っている漢字を意味でグ
ループに分ける（連想）

知っている漢字を形・意味・
音読みでグループに分ける
（連想）

5
似ている漢字の違いを観察
する（認知）

知らない漢字を見たら、そ
の漢字をすぐ辞書で調べる
（補償）

図12　学習者と教師の漢字学習ストラテジー使用の比較 
（2014年）

□ 学習者は「知らない漢字を見たら、その漢字をすぐ辞
書で調べる」という補償学習ストラテジーを前より使
うようになった。

□ 漢字辞書として使えるスマホのアプリと漢字の勉強・
復習･練習をするためのアプリがよく使われており、
これ以外の新しいストラテジーはアンケートの自由記
述のところに見られなかった。

⇒2014年の調査ではスマホを使って漢字を学ぶ人が増
えていることがわかった。
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え
る
際
、
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
漢
字
を
必
修
の
片
仮
名
か
平
仮
名
と
必
修
の

漢
字
に
関
連
づ
け
ま
す
。
学
習
者
の
新
し
く
習
っ
た
漢
字
を
覚
え
る
た
め
に
、
そ

れ
を
必
修
仮
名
と
必
修
漢
字
に
関
連
づ
け
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

教
師
の
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
は
、
学
習
者
の
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
影
響
を
与

え
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、
教
師
の
教
授
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
は
、
教
師

の
役
割
に
一
貫
す
る
ビ
リ
ー
フ
と
相
関
関
係
が
あ
り
、
学
習
者
の
学
習
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
使
用
は
、
漢
字
の

有
効
性
、
上
意
面
、
学

習
法
に
関
す
る
ビ
リ
ー

フ
と
相
関
関
係
が
あ
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
使
用
に
異
な
る
様

相
が
働
い
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す（
図
13
）。

お
わ
り
に

こ
の
研
究
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
教
師
は
自

分
の
考
え
や
考
え
方
だ

け
に
固
執
せ
ず
、
も
っ

と
学
習
者
の
声
を
聞

き
、
学
習
者
の
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
柔
軟
な
姿
勢
が
必
要

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
学
習
者
と
教
師
が
異
な
る
ビ
リ
ー
フ
を

も
っ
て
い
れ
ば
、
異
な
る
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
教
師

と
学
習
者
の
あ
い
だ
に
不
一
致
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
学
習
者
と
教
師

が
不
安
や
不
満
を
も
ち
失
敗
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
学
習
者
と
教
師
の
ビ
リ
ー

フ
と
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
使
用
を
調
べ
る
こ
と
は
た
い
せ
つ
で
、
よ
り
よ
い
授
業
を
計

画
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

い
ま
ま
で
の
古
典
的
な
学
習

方
法
で
は
、
日
本
語
能
力
試
験

の
N
1
、
N
2
レ
ベ
ル
に
到

達
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た

め
、
学
習
者
の
ニ
ー
ズ
や
ゴ
ー

ル
に
向
け
た
学
習
内
容
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
と

え
ば
、
学
習
者
の
就
職
先
で
ど

の
よ
う
な
日
本
語
が
必
要
か
を

知
っ
た
う
え
で
指
導
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
、
ニ
ー
ズ
調

査
も
あ
わ
せ
て
行
う
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。

以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図13　学習者の漢字学習ストラテジーと教師の漢字教授
ストラテジーの比較（2007年・2014年）

教師の教授ストラテジー

①「認知」教授ストラテジーをよく
使っている

  ・漢字を教える際、書き順を強調
する

  ・漢字を学生に繰り返して書かせる
  ・漢字を教える際、それを既習の仮
名や漢字と関連付ける

学習者の学習ストラテジー

②「情意面」「教師の役割」
に関するビリーフと相関がある

②「漢字の有効性」 「情意面」
「漢字学習法」 に関する
ビリーフと相関がある

①「認知」学習ストラテジーをよく
使っている

  ・新しく習った漢字の書き順を暗記
する

  ・新しく習った漢字を繰り返して書く
  ・新しく習った漢字を既習仮名や漢
字と関連付ける



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

プラシャント・パルデシ（Prashant PARDESHI）

国立国語研究所教授。インド・プネー市生まれ。2000年、神戸大
学大学院文化学研究科博士課程修了（博士（学術）, Ph.D.）。専門
は言語類型論、対照言語学。著書は『自動詞・他動詞の対照（シリー
ズ言語対照＜外から見る日本語＞第四巻）』（共著：西光義弘、くろ
しお出版、2010年）、『言語のタイポロジー認知類型論のアプロー
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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）
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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）



43 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

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）
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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）……



46

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

『図説 世界の文字とことば 』
町田 和彦（編集）
河出書房新社（2009/12/16）
ISBN-10: 430976133X
ISBN-13: 978-4309761336
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キ
ル
ギ
ス
共
和
国
っ
て
ど
ん
な
国

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
ガ
リ
ー
ナ
・
ヴ
ォ
ロ
ビ
ヨ
ワ
と
申
し
ま
す
。

キ
ル
ギ
ス
か
ら
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
自
己
紹
介
を
す
る
と
、

相
手
の
日
本
人
は
、
多
く
の
場
合
、「
あ
あ
、
イ
ギ
リ
ス
ね
」「
す
い
ま

せ
ん
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
な
く
て
キ
ル
ギ
ス
で
す
」「
ギ
リ
シ
ア
？
」「
い
い

え
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
な
く
て
キ
ル
ギ
ス
で
す
」「
あ
あ
、
キ
リ
ギ
リ
ス
」

と
。
い
ま
も
あ
る
友
だ
ち
は
、
私
が
キ
リ
ギ
リ
ス
に
住
ん
で
い
る
と
信

じ
て
い
る
そ
う
で
す
。
キ
ル
ギ
ス
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

ち
ょ
っ
と
だ
け
国
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
は
中
央
ア
ジ
ア
に
位
置
し
て
い
る
旧
ソ
連
の
十
五

諸
国
の
一
つ
の
国
で
す
。
一
九
九
一
年
に
独
立
し
ま
し
た
。
図
1
の
左

上
に
国
旗
と
国
章
を
、
右
下
に
、
キ
ル
ギ
ス
の
民
族
衣
装
と
昔
遊
牧
民

族
だ
っ
た
キ
ル
ギ
ス
人
が
使
っ
た
フ
ェ
ル
ト
の
組
み
立
て
式
の
家
を
示

し
ま
す
。
キ
ル
ギ
ス
の
北
は
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
西
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、

南
は
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
と
中
国
で
す
。
キ
ル
ギ
ス
は
と
て
も
き
れ
い
な
国

で
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ス
イ
ス
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
人
口
は
約
五
百
万

ガリーナ・ヴォロビヨワ（Galina VOROBEVA）

元キルギス国立総合大学上級日本語講師／国立国語研究所
共同研究員。博士（日本語教育研究）。2000年から2004年ま
でキルギス日本語教師会会長を務める。専攻は数学、研究分
野は漢字教育である。著書は『漢字物語』（キルギス、ビシケ
ク、2005年 ）、“An Analysis of Efficiency of Existing Kanji 
Indexes and Development of a Coding-based Index”（ 共著 
OPEN JOURNAL SYSTEMS: Acta Linguistica Asiatica, Vol. 
2, No. 3, pp.27-59, Slovenia, University of Ljubljana, 2012）、
『構造分解とコード化を利用した計量的分析に基づく漢字学
習の体系化と効率化』（東京、ノースアイランド、2014年）など。

キ
ル
ギ
ス
の
漢
字
教
材﹃
漢
字
物
語
﹄

ガ
リ
ー
ナ
・
ヴ
ォ
ロ
ビ
ヨ
ワ

報 告

図1　キルギス共和国
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人
、
面
積
は
日
本
の
約
半
分
、
二
十
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
す
。
首
都
は

ビ
シ
ケ
ク
で
す
。
国
語
は
キ
ル
ギ
ス
語
、
公
用
語
は
ロ
シ
ア
語
で
す
。

キ
ル
ギ
ス
の
漢
字
教
育
の
問
題
点

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
で
の
日
本
語
教
育
は
、
キ
ル
ギ
ス
が
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
か
ら

独
立
し
た
直
後
の
一
九
九
一
年
に
始
ま
り
ま
し
た
。
現
在
は
十
六
校
の
教
育
機
関

で
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ
、
学
習
者
数
は
約
七
百
八
十
人
で
す
。
日
本
語
講
師
数

は
四
十
六
人
で
、
そ
の
な
か
の
三
○
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
が
日
本
人
講
師
で
す
。

キ
ル
ギ
ス
の
漢
字
教
育
に
は
他
の
国
と
同
じ
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま

す
。
キ
ル
ギ
ス
の
漢
字
教
育
の
主
な
問
題
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

ま
ず
、
漢
字
教
材
の
不
足
で
す
。
ま
た
、
教
師
の
教
授
法
の
知
識
不
足
で
す
。

一
斉
授
業
で
は
主
に
文
法
や
会
話
に
時
間
を
使
う
た
め
、
漢
字
指
導
の
時
間
に
制

約
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
主
な
学
習
法
は
、
丸
暗
記
で
す
。

私
の
今
日
の
報
告
の
テ
ー
マ
は
教
材
作
成
で
す
。
い
い
教
材
を
作
る
た
め
に
は

ま
ず
、
漢
字
学
習
に
ど
ん
な
問
題
が
あ
る
か
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
だ

と
考
え
ま
し
た
。　

漢
字
学
習
の
十
六
点
の
問
題
点
を
確
定
し
て
、
三
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
類
し
ま
し
た
。
加
納
先
生
は
こ
こ
で
す
で
に
詳
し
く
問
題
点
に
つ
い
て
お

話
し
な
さ
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
テ
ー
マ
に
少
し
だ
け
触
れ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
漢
字
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
問
題
で
す
。
学
習
す
べ

き
漢
字
の
数
が
多
く
、
漢
字
の
字
体
が
複
雑
で
す
。
一
つ
の
漢
字
を
覚
え
る
と

き
、
個
々
の
漢
字
に
か
か
わ
る
情
報
が
多
く（
形
、
意
味
、
読
み
方
、
筆
順
、
部

首
、
熟
語
な
ど
）、
同
時
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

し
て
、
形
、
意
味
、
読
み
方
の
あ
い
だ
の
関
連
性
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
音
訓
読
み
も
複
数
存
在
し
て
い
ま
す
。

第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
教
授
法
の
問
題
で
す
。
現
場
で
多
く
の
場
合
丸
暗
記
を

基
盤
と
す
る
非
体
系
的
な
指
導
法
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
漢
字
の
学
習
配
列
は
合

理
的
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
簡
単
な
漢
字
が
複
雑
な
漢
字
の

あ
と
に
出
て
、
複
雑
な
漢
字
の
構
成
要
素
も
、
そ
の
複
雑
な
漢
字
の
あ
と
で
教
え

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
、
漢
字
指
導
時
間
の
制
約
が
あ
り
ま
す
。
多
く

の
場
合
授
業
が
終
わ
る
前
に
教
師
は
、「
じ
ゃ
あ
、
も
う
時
間
が
な
く
な
っ
た
の

で
、
漢
字
は
家
で
自
分
で
覚
え
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
今
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

I
C
T
は
漢
字
の
指
導
で
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
、
学
習
者
の
漢
字
認
識
の
問
題
で
す
。
非
漢
字
圏
の
日
本

語
学
習
者
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
な
ど
に
慣
れ
て
い
て
、
随
分
異
な
る
漢
字
を
非

体
系
的
に
感
じ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
語
の
キ
リ
ル
文
字
や
ロ
ー
マ
字
と
比
べ
た
ら

漢
字
は
形
が
複
雑
で
、
ど
の
順
番
に
辞
典
で
並
べ
て
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
調
べ

る
か
わ
か
り
に
く
い
文
字
で
す
。
た
と
え
ば
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
キ
リ
ル
文
字

を
覚
え
る
と
も
う
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
が
、
漢
字
を
一
時
的
に
覚
え
て
も
定
着
で
き

な
い
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
漢
字
辞
典
の
調
べ
方
が
難
し
く
感
じ

ま
す
。
た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
語
の
辞
典
で
は
、
単
語
は
キ
リ
ル
文
字
の
順
番
で
調

べ
ま
す
が
、
漢
字
に
は
、
音
訓
索
引
、
総
画
索
引
、
部
首
索
引
な
ど
が
あ
る
た
め
、

非
漢
字
圏
日
本
語
学
習
者
に
と
っ
て
使
い
に
く
い
で
す
。

連
想
記
憶
法
に
基
づ
く
漢
字
教
材
の
開
発

漢
字
学
習
の
問
題
を
分
析
し
た
あ
と
で
、
私
は
連
想
記
憶
法
に
基
づ
い
た
二
冊
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の
教
科
書
を
執
筆
し
ま
し
た（
図
2
）。『
漢
字
物
語
Ⅰ
』
は
、
初
級
Ⅰ
レ
ベ
ル
の

教
科
書
で
、
漢
字
が
二
百
二
十
字
は
い
っ
て
い
ま
す
。『
漢
字
物
語
Ⅱ
』
は
ヴ
ィ
ク

ト
ル
・
ヴ
ォ
ロ
ビ
ヨ
フ
と
共
同
で
作
成
し
ま
し
た
。
初
級
Ⅱ
レ
ベ
ル
の
教
科
書
で
、

漢
字
が
二
百
九
十
八
字
は
い
っ
て
い
ま
す
。
漢
字
学
習
は
非
漢
字
圏
の
人
に
と
っ

て
と
て
も
難
し
い
も
の
な
の
で
で
き
る
か
ぎ
り
、
楽
し
く
学
習
さ
せ
る
た
め
の
工

夫
を
し
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
を『
漢
字
物
語
』に
し
て
、
表
紙
を
見
る
と『
源
氏
物

語
』
が
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
学
習
者
に
親
し
み
を
持
た
せ
る

た
め
で
す
。

表
紙
を
で
き
る
か
ぎ
り
き
れ
い
に
す
る
こ
と
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す （
図
2
）。

こ
の
表
紙
に
は
、
紫
式
部
と
光
源
氏
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
も
よ
く
見
る

と
、
紫
式
部
の
う
し
ろ
に
彼
女
の
影
が
あ
っ
て
、
源
氏
の
下
に『
漢
字
物
語
』と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
学
習
者
を
喜
ば
せ
る
の
た
め
の
工
夫
で
す
。
学
習
者
が

漢
字
を
難
し
く
感
じ
な
い
よ
う
に
、
最
初
の
段
階
で
、
漢
字
は
楽
し
い
、
漢
字
は

お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
図
3
の
よ
う
な
写
真
を
入
れ
ま
し
た
。

こ
の
写
真
に
は
何
が
見
え
る
で
し
ょ
う
か
。

犬
の
足
跡
、
人
間
の
足
跡
、
鳥
の
足
跡
で
す
よ
。
そ
れ
は
漢
字
の
由
来
の
ス

ト
ー
リ
ー
で
す
。
古
代
中
国
の
蒼ソ
ウ

頡ケ
ツ

と
い
う
人
は
、
湖
岸
に
出
て
、
い
ろ
い
ろ
な

動
物
と
鳥
の
足
跡
を
見
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。「
い
ま
鳥
も
犬
も
人
も

い
な
い
け
ど
、
私
は
何
が
い
た
か
、
誰
が
い
た
か
わ
か
る
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
物

事
は
、
何
か
の
文
字
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」。
そ
う
考
え

図2　『漢字物語』

図3　漢字の由来

図4　『漢字物語』抜粋
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て
、
漢
字
作
り
を
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
漢
字
の
由
来
を
学
習
者
に
紹
介

す
る
と
、「
あ
あ
、
こ
れ
は
必
要
な
、
歴
史
的
な
文
字
だ
。
お
も
し
ろ
い
文
字
だ
。

私
た
ち
の
文
字
と
違
う
が
、
と
て
も
大
事
な
文
字
だ
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
と

期
待
し
て
い
ま
す
。

図
4
は
、『
漢
字
物
語
』
の
一
ペ
ー
ジ
の
例
で
す
。
こ
こ
に
漢
字
そ
の
も
の
、
画

数
、
意
味
、
読
み
、
部
首
、
部
首
番
号
、
ロ
シ
ア
語
訳
が
付
い
て
い
る
語
例
、
日

本
語
能
力
試
験
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
が
、
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
漢
字
成
り

立
ち
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
た
と
え
ば
、「
島
」
は
、「
鳥
」
と「
山
」
を
合
わ
せ
た

字
で
す
。
鳥
の
足
の
か
わ
り
に
山
が
描
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
渡
り
鳥
が
休
む

海
の
中
の
山
で
、
周
り
を
水
で
囲
ま
れ
た
小
さ
い
土
地
、
つ
ま
り
「
島
」で
す
。
学

習
者
は
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
む
と
、
漢
字
の
形
と
意
味
を
早
く
覚
え
て
、
ず

う
っ
と
覚
え
て
い
て
忘
れ
ま
せ
ん
。

図
4
の
黄
色
い
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
の
列
は
、
筆
順
を
示
し
て
い
ま
す
。
多

く
の
場
合
は
筆
順
を
表
す
た
め
に
、
何
回
も
文
字
に
一
つ
の
ス
ト
ロ
ー
ク
ず
つ
加

え
な
が
ら
書
き
直
し
ま
す
が
、『
漢
字
物
語
』
で
は
工
夫
し
て
筆
順
を
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
列
で
表
し
ま
し
た
。
漢
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
コ
ー
ド
化
に
つ
い
て

少
し
あ
と
で
説
明
し
ま
す
。
他
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
例
も
紹
介
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、

図
5
の｢

化｣

は
立
っ
て
い
る
人
「
イ
」
と
座
っ
て
い
る
人
「
ヒ
」
の
二
人
の
違
う

姿
で
変
化
を
表
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
座
り
ま
し
た
、
立
ち
ま
し
た
。
立
っ
て
い
て
、

ま
た
座
り
ま
し
た
」。
そ
の
あ
と
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
表
す
漢
字
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
図
6
に
は
漢
字
「
弱
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
り
ま
す
。「
弱
」
は
二
羽
の
小

鳥
の
絵
で
す
。
小
鳥
は
弱
い
で
す
か
ら
、
い
つ
も
一
緒
に
い
ま
す
。
こ
の
ス
ト
ー

リ
ー
も
学
習
者
に
と
っ
て
覚
え
や
す
く
て
忘
れ
に
く
い
で
す
。

『
漢
字
物
語
』
は
二
○
○
五
年
か
ら
キ
ル
ギ
ス
日
本
セ
ン
タ
ー
の
授
業
で
使
い
は

じ
め
ま
し
た
。
そ
の
教
科
書
は
現
在
、
キ
ル
ギ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ロ
シ
ア
、
日
本
な
ど
の
国
で
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

漢
字
の
指
導
法

効
率
的
な
漢
字
学
習
に
と
っ
て
漢
字
の
指
導
法
も
重
要
で
す
。
私
の
専
攻
は

数
学
の
た
め
、
漢
字
を
体
系
的
に
教
え
る
よ
う
な
方
法
が
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

し
た
。
私
が
日
本
語
学
習
者
だ
っ
た
と
き
か
ら
、
漢
字
を
構
成
す
る
ス
ト
ロ
ー
ク

（
漢
字
の
画
）
の
種
類
と
数
を
知
り
た
か
っ
た
で
す
。
で
も
聞
い
た
先
生
の
中
で

誰
も
説
明
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
自
分
で
そ
の
漢
字
を
分
解
し
て
ス
ト図7　漢字の画の種類

図5　漢字を覚えるための物語（ストーリー）の例1

「化」は立っている人「イ」と座っている人「ヒ」

の二人の違う姿で変化を表します。

図6　漢字を覚えるための物語（ストーリー）の例2

「弱」は二羽の小鳥の絵です。

小鳥は「弱い」ですから、いつも一緒にいます。
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ロ
ー
ク
を
抽
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
お
か
げ
様
で
中
国
語
の
教
科
書
で
ス
ト
ロ
ー

ク
の
種
類
が
は
い
っ
て
い
た
表
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ス
ト
ロ
ー
ク
の
種
類
は
全
部
で
二
十
四
種
類
あ
る
こ
と
を
確
定
し
た
た
め
、

二
十
六
字
の
ロ
ー
マ
字
を
使
っ
て
、
各
々
の
ス
ト
ロ
ー
ク
に
ロ
ー
マ
字
を
付
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た（
図
7
）。
そ
の
と
き
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
形
か
ら
ス
ト
ロ
ー

ク
の
形
が
連
想
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
各
々
の
ス
ト
ロ
ー
ク
は
当
て

は
ま
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
一
部
で
す
。
た
と
え
ば
、「
─
」
に
「
A
」、「
│
」
に

「
B
」
を
と
い
う
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
コ
ー
ド
を
付
け
ま
し
た（
図
8
）。
漢
字
の
ス

ト
ロ
ー
ク
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
コ
ー
ド
を
筆
順
に
従
っ
て
並
べ
る
と
、
漢
字
の

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
コ
ー
ド
が
で
き
ま
す
。
そ
の
コ
ー
ド
で
漢
字
の
筆
順
を
表
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
島
の
筆
順
を
表
し
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
列
を
皆
さ
ん
は

も
う
御
覧
に
な
り
ま
し
た（
図
4
）。
こ
の
よ
う
な
筆
順
の
説
明
を
実
際
に
し
た
と

き
学
習
者
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

漢
字
入
門
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
も
う
一
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
生
み
出

し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、
片
仮
名
は
漢
字
の
一
部
を
使
っ
て
作

ら
れ
た
文
字
で
す
。
そ
の
た
め
、
片
仮
名
と
漢
字
の
ス
ト
ロ
ー
ク
の
中
に
共
通
の

ス
ト
ロ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。
図
9
で
の
赤
の
文
字
は
、
ど
の
漢
字
か
ら
片
仮
名
が

で
き
た
か
と
い
う
例
を
示
し
て
い
ま
す
。
分
析
し
た
結
果
、
片
仮
名
と
漢
字
に
含

ま
れ
る
ス
ト
ロ
ー
ク
は
十
五
種
類
あ
り
ま
す（
図
9
）。
漢
字
だ
け
で
使
用
さ
れ
て

い
る
ス
ト
ロ
ー
ク
は
、
九
種
類
で
す
。
そ
し
て
、「
へ
」
と
い
う
ス
ト
ロ
ー
ク
は
漢

字
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
く
、
片
仮
名
の
み
の
ス
ト
ロ
ー
ク
で
す
。

そ
こ
で
、
階
層
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
ス
ト
ロ
ー
ク
と
片
仮
名
と
漢
字
の

図8　漢字の画の種類

図11　画の練習シート

図9　漢字と片仮名の画の分析

◆片仮名は漢字の一部
◆片仮名と漢字の共通の画

　例　伊→イ　宇→ウ 　江→エ
◆片仮名と漢字に含まれる画　　　15種類

　
◆漢字のみの画　　　　　　　　　  9種類

　
◆片仮名のみの画　　　　　　　　 1種類
　｛へ｝ 　

図10　階層的なアプローチに基づく画、
片仮名と漢字の教育プロセス

画
↓

片仮名
↓

漢字の単体文字
↓

漢字の合体文字（合成文字）
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指
導
法
を
考
え
ま
し
た
。
そ
の
教
育
プ
ロ
セ
ス
は
次
の
通
り
で
す
。「
画
↓
片
仮

名
↓
漢
字
の
単
体
文
字
↓
漢
字
の
合
体
文
字（
合
成
文
字
）」（
図
10
）。
具
体
的
に

は
、
さ
き
に
ス
ト
ロ
ー
ク
を
教
え
て
、
き
ち
ん
と
書
か
せ
て
、
そ
の
あ
と
片
仮
名

を
教
え
ま
す
。
次
に
片
仮
名
と
同
じ
形
を
し
た
漢
字
と
簡
単
な
漢
字（
た
と
え
ば
、

日
、
月
）、
そ
の
次
に
は
、
合
体
漢
字（
合
成
漢
字
、
組
み
合
わ
せ
漢
字
）（
た
と
え

ば
、
日
と
月
を
あ
わ
せ
た「
明
」）を
教
え
ま
す
。

ス
ト
ロ
ー
ク
を
き
れ
い
に
書
か
せ
る
よ
う
に
練
習
シ
ー
ト
も
作
り
ま
し
た（
図

11
）。
私
は
ロ
シ
ア
語
で
使
用
さ
れ
る
キ
リ
ル
文
字
を
覚
え
た
と
き
、
文
字
を
書
か

せ
ら
れ
る
前
に
そ
の
文
字
の
エ
レ
メ
ン
ト（
構
成
要
素
）
を
書
か
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
お
か
げ
で
キ
リ
ル
文
字
の
書
き
方
が
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
、
き
れ
い
に
書

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
同
じ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
片
仮
名
と
漢
字
に
応
用
し
ま
し

Noam Chomskyは階層構造をセマンティックの
レベルで言語学的記述をするために使用している。
「The man hit the ball」という文の階層構造

漢字の階層構造の2段階：構成要素と画

図13

図12

片仮名と同じ形をしている漢字

工、力、夕、二、口

片仮名を組み合わせた漢字

左、江、外、加、多、名、伝

た
。
ス
ト
ロ
ー
ク
を
教
え
て
か
ら
片
仮
名
を
教
え
て
、
そ
れ
か
ら
片
仮
名
と
同
じ

形
を
し
て
い
る
漢
字
を
教
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
片
仮
名
の
エ
、
カ
、
タ
、
ニ
、

ロ
で
す
。
次
に
片
仮
名
を
組
み
合
わ
せ
た
漢
字
、
た
と
え
ば
、
左
、
江
、
外
、
加
、

多
、
名
、
伝
を
教
え
ま
す（
図
12
）。
実
際
に
こ
の
方
法
を
使
っ
た
と
き
学
習
者
は

努
力
せ
ず
に
い
く
つ
か
の
漢
字
の
書
き
方
を
す
で
に
覚
え
て
い
る
こ
と
に
と
て
も

喜
ん
で
い
ま
し
た
。 

片
仮
名
と
漢
字
の
形
の
類
似
点
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
漢
字

初
歩
が
楽
に
な
り
ま
す
。

漢
字
の
構
成

次
に
、
漢
字
の
構
成
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者
の

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
英
語
の
文
を
階
層
的
に
分
解
し
て
分
析
し
ま
し
た（
図
13
）。

私
は
そ
の
方
法
を
漢
字
に
応
用
し
ま
し
た
。
漢
字
は
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る

要
素
、
つ
ま
り
エ
レ
メ
ン
ト
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
意
味
的
な
構
成
要
素

と
意
味
の
な
い
ス
ト
ロ
ー
ク
で
す
。
た
と
え
ば
、「
町
」
と
い
う
漢
字
は
、「
田
」
と

「
丁
」
と
い
う
構
成
要
素
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
そ
の
構
成
要
素
を
も
っ
と
分
解
す

る
と
、
ス
ト
ロ
ー
ク
に
な
り
ま
す
。
学
習
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
分
解
さ
れ

た
漢
字
は
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
漢
字
は
怖
い
塊
で
は
な
く
て
、
エ
レ
メ
ン

ト
か
ら
で
き
て
い
る
文
字
で
す
。
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
意
味
を
知
っ
て
い
た
ら
、

あ
る
程
度
全
体
の
漢
字
の
意
味
も
予
測
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
漢
字
の
エ
レ
メ
ン

ト
で
あ
る
ス
ト
ロ
ー
ク
の
書
き
方
を
覚
え
る
と
、
漢
字
も
き
れ
い
に
書
け
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

漢
字
の
構
造
分
解
の
方
法
を
二
つ
考
え
ま
し
た
。
一
つ
は
、
線
形
構
造
分

解
、
つ
ま
り
、
エ
レ
メ
ン
ト
を
一
つ
の
列
に
並
べ
る
方
法
で
す
。
漢
字
「
露
」
は
、
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「
雨
」、「
足
」、「
久
」、「
ロ
」
の
エ
レ
メ
ン
ト
か
ら
で
き
て
い
ま
す（
図
14
）。
そ

し
て
他
の
方
法
で
も
同
じ
漢
字
を
分
解
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
階
層
構
造
分
解
で
す 

（
図
15
）。
そ
の
方
法
の
特
徴
は
、
漢
字
を
す
ぐ
一
番
細
か
い
エ
レ
メ
ン
ト
に
分
解

し
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
漢
字
「
露
」
を
最
初
に
「
雨
」
と「
路
」、
そ
れ
か
ら
「
路
」

を
「
足
」
と「
各
」に
分
解
し
て
、
そ
の
あ
と「
各
」
も
「
夂
」
と「
口
」に
分
解
し
ま

す
。
そ
う
す
る
と
漢
字
「
露
」
は
第
一
層
、
第
二
層
、
第
三
層
の
エ
レ
メ
ン
ト
か
ら

で
き
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
漢
字
「
露
」の
中
に
、
一
番
細
か
い
四
つ

の
エ
レ
メ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
ち
ょ
っ
と
複
雑
な
中
間
漢
字
も
は
い
っ
て
い
ま
す
。

階
層
構
造
分
解
は
漢
字
の
構
造
を
分
か
り
や
す
く
し
て
、
意
味
の
理
解
の
手
助
け

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

漢
字
を
覚
え
る
方
法
と
手
段

漢
字
の
指
導
法
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字
を
覚
え
る
方
法
と
手
段
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
字
体
と
意
味
を
覚
え
る
連
想
記
憶
法
と
し
て
す
で
に
漢
字
「
島
」
の

例
を
あ
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
字
体
と
筆
順
を
覚
え
る
た
め
の
唱
え
こ
と
ば
、
漢

字
字
体
の
意
味
、
読
み
方
な
ど
を
覚
え
る
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
な
ど
に

つ
い
て
ち
ょ
っ
と
詳
し
く
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
は
一
年
生
の
こ
ろ
日
本
語
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
萩
原
幸
子
先
生
に
、
漢
字

「
熊
」
を
覚
え
る
た
め
の
次
の
唱
え
こ
と
ば「
む
、
つ
き
、
ひ
、
ひ
、
と
ん
、
と
ん
、

と
ん
、
と
ん
」
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
漢
字
「
熊
」
と
同
じ
よ
う
に
字
体
が

複
雑
な
漢
字
に
構
成
要
素
と
し
て
は
い
っ
て
い
る
簡
単
な
漢
字
と
片
仮
名
と
ス
ト

ロ
ー
ク
を
漢
字
の
筆
順
に
従
っ
て
言
う
と
漢
字
の「
唱
え
こ
と
ば
」
が
で
き
ま
す
。

私
は「
熊
」の
唱
え
こ
と
ば
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
字
体
が
複
雑
な
そ
の

露

路
 

足

各

夂 口雨
 

 漢字

第 層第 層

第 層第 層

第 層第 層

図15　漢字の階層構造分解 
露＝雨＋路 (足＋各 (夂＋口))

図14　漢字の線型構造分解

露＝雨＋足＋夂＋口

漢
字
は
、
一
生
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
簡
単
な
漢
字
は
も
う
忘
れ
ま
し
た
け

ど
…
…
。
さ
ら
に
漢
字
を
覚
え
る
た
め
に
「
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
」、「
概
念
の
地
図
」

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
学
習
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て「
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
」の

リ
ス
ト
も
作
成
さ
れ
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字
学
習
用
の
ソ
フ
ト
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
買
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
と

え
ば
、『K

anji G
old

』
と
い
う
ソ
フ
ト
は
、
漢
字
の
意
味
や
形
を
覚
え
た
り
、
漢

字
の
知
識
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
す
る
際
に
使
え
ま
す
。
漢
字
成
り
立
ち
を
紹
介
す

る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
筆
順
を
示
す
ソ
フ
ト
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
あ
り
ま
す
。

次
に
、
ド
イ
ツ
の
元
大
学
準
教
授
山
田
ボ
ヒ
ネ
ッ
ク
先
生
が
開
発
し
た

『K
anjiK

reativ

』
と
い
う
、
ソ
フ
ト
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
二
段
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四
種
類
の
新
し
い
教
材
の
開
発

次
に
、
す
で
に
開
発
さ
れ
た
教
材
と
、
計
画
し
て
い
る
教
材
に
つ
い
て
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
一　

教
科
書『
千
話
一
話
漢
字
物
語
』
に
つ
い
て
で
す
。
ま
ず
、
A
R
C
S

（A
ttention, R

elevance, C
onfi dence, Satisfaction

）
動
機
付
け
モ
デ
ル
の
話

を
し
ま
す（
図
16
）。
教
材
を
開
発
す
る
に
当
た
っ
て
A
R
C
S
動
機
付
け
モ
デ

ル
は
手
助
け
に
な
り
ま
す
。
A
R
C
S
動
機
付
け
モ
デ
ル
は
、
ケ
ラ
ー
と
鈴
木
に

よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
す
。
注
意（A

ttention

）
は
本
屋
さ
ん
か
図
書
館

で
見
て
い
る
本
に
対
す
る「
お
も
し
ろ
そ
う
だ
な
」
と
い
う
感
想
を
表
し
ま
す
。
関

連
性（R

elevance

）
は「
や
り
が
い
が
あ
り
そ
う
だ
な
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
ま

す
。
そ
し
て
、
自
信（C

onfi dence

）
の
意
味
は「
や
れ
ば
で
き
そ
う
だ
な
」。
さ

ら
に
、
満
足
感（Satisfaction

）
と
い
う
の
は「
や
っ
て
よ
か
っ
た
な
」
と
い
う
意

味
で
す
。

私
が
作
成
し
た
教
科
書『
漢
字
物
語
Ⅰ
』
と『
漢
字
物
語
Ⅱ
』
に
は
、
漢
字
が

約
五
百
字
入
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
目
指
し
て
い
る
教
科
書
は
、『
千
話
一
話
漢
字

物
語
』
で
、
千
字
く
ら
い
含
め
る
も
の
で
す（
図
17
）。
A
R
C
S
動
機
付
け
モ

デ
ル
を
も
と
に
、
教
科
書
の
構
成
と
内
容
を
考
え
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
注
意

（A
ttention

）
に
関
す
る
ヒ
ン
ト
の
中
に
A
1
「
目
を
ば
っ
ち
り
開
け
さ
せ
る
」
や

A
2
「
好
奇
心
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
ヒ
ン
ト
を
参
考
に
し
ま
す
。
本
屋
さ
ん
か

図
書
館
に
行
く
人
の
知
覚
や
探
求
心
を
喚
起
す
る
よ
う
な
教
材
が
魅
力
的
な
教
材

だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
A
1
と
A
2
に
従
っ
て
以
下
の
よ
う
な
工
夫
を
し
ま

す
。『
千
話
一
話
漢
字
物
語
』
と
い
う
名
前
は
、『
千
夜
一
夜
物
語
』、
つ
ま
り『
ア

ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
に
た
と
え
て
、
興
味
を
持
た
せ
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

図16　ARCS動機付けモデル

学習意欲を高める手立てのモデル

注意 （Attention） 「おもしろそうだな」

関連性 （Relevance） 「やりがいがありそうだな」

自信 （Confi dence） 「やればできそうだな」

満足感 （Satisfaction） 「やってよかったな」

階
含
ん
で
い
ま
す
。
ま
ず
、
旧
常
用
漢
字
千
九
百
四
十
五
字
を
分
解
に
よ
っ
て

二
百
八
十
の
構
成
要
素（
パ
ー
ツ
）
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
学

習
者
に
視
覚
的
に
覚
え
さ
せ
ま
す
。
つ
ま
り
、
漢
字
を
習
得
す
る
た
め
に
学
習
者

の
頭
の
準
備
を
し
て
か
ら
、
次
に
漢
字
を
エ
レ
メ
ン
ト
か
ら
作
り
ま
す
。
エ
レ
メ

ン
ト
を
加
え
な
が
ら
、
増
分
式
で
体
系
的
に
漢
字
を
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な

ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
そ
の
ソ
フ
ト
は
ド
イ
ツ
語
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

図17　『千話一話漢字物語』

例　注意（Attention）に関するヒント
「目をぱっちり開けさせる：
  A-1：知覚的喚起」
「好奇心をたいせつにする：
  A-2：探求心の喚起」
・ 『千話一話漢字物語』という名
前は『千夜一夜物語』（『アラビア
ン・ナイト』）にたとえる→興味
を持たせる。

・ 『漢字物語』と『源氏物語』は音が
似ている→いい気持ちを与える。
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そ
し
て
、『
漢
字
物
語
』
と『
源
氏
物
語
』
は
音
が
似
て
い
る
の
で
、
人
に
い
い
気

持
ち
を
与
え
る
こ
と
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
教
科
書
に
は
い
っ
て
い
る
漢
字
の
順
番
は
と
て
も
重
要
で
す
。
合

理
的
な
順
番
を
考
え
て
、
意
味
的
な
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
意
味
的
な
グ
ル
ー
プ
を
作
る
と
簡
単
な
漢
字
と
一
緒
に
複
雑
な
漢

字
も
は
い
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
エ
レ
メ
ン
ト
の
意
味
か
ら
全
体
の
漢
字
の
意
味
が

予
測
で
き
る
よ
う
に
複
雑
な
漢
字
と
一
緒
に
、
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
教
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

数
字
を
表
す
漢
字
を
見
て
み
ま
し
ょ
う（
図
18
）。
数
字
の
中
に
主
に
簡
単
な
漢

字
が
は
い
っ
て
い
ま
す
が
、「
三
」
と「
四
」
と「
六
」
と「
百
」
と
い
う
漢
字
は
そ

れ
ぞ
れ
二
つ
の
構
成
要
素
か
ら
で
き
て
、
組
み
合
わ
せ
漢
字
で
あ
り
、
複
雑
な
形

を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
漢
字
に
「
一
」、「
二
」、
く
に
が
ま
え

「
囗
」、
あ
し
「
儿
」、
な
べ
ぶ
た「
亠
」、「
八
」、「
白
」
と
い
う
部
首
に
な
っ
て
い
る

構
成
要
素
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
一
緒
に
教
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

人
間
の
漢
字
は
ほ
と
ん
ど
簡
単
で
す
が
、
漢
字
「
男
」
だ
け
が
組
み
合
わ
せ
漢

字
で
す（
図
18
）。「
男
」の
構
成
と
意
味
を
覚
え
る
た
め
に
一
緒
に
二
つ
の
簡
単
な

漢
字
を
教
え
た
ほ
う
が
い
い
で
す
。
そ
れ
は「
田
」
と「
力
」
で
す
。
構
成
要
素
を

考
慮
し
て
漢
字
を
よ
く
覚
え
さ
せ
る
た
め
に
次
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
使
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。「
男
は
力
を
使
っ
て
田
を
耕
し
て
い
る
も
の
で
す
」。

第
二　

デ
ジ
タ
ル
漢
字
教
材
に
な
る
世
界
観
の
漢
字
意
味
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

ご
紹
介
し
ま
す（
図
19
）。
漢
字
の
二
十
二
の
意
味
的
グ
ル
ー
プ
を
確
定
し
て
、

二
千
百
九
十
三
の
漢
字
を
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
漢
字
教
材
を

作
成
中
で
す
。
そ
の
利
用
者
は
世
界
観
の
漢
字
意
味
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
樹
形
図
か

ら
学
習
対
象
漢
字
が
自
由
に
選
択
で
き
ま
す
。
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
を
利
用
し
て
、

選
択
し
た
、
漢
字
の
意
味
的
グ
ル
ー
プ
に
移
動
で
き
ま
す
。

第
三　

教
材『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
日
本
語
』
を
紹
介
し
ま
す
。
今
年
作
成
さ
れ
た

『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
日
本
語
』
は
、
日
本
語
を
第
二
外
国
語
と
し
て
学
ぶ
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
専
攻
し
て
い
る
大
学
生
を
対
象
と
し
た
教
材
で
、
中
心
は
漢
字
表
記
に
な
っ

て
い
ま
す
。
漢
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
コ
ー
ド
を
含
む
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
用
語
辞

書
も
は
い
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
語
表
記
学
習
用
ソ
フ
ト
の
紹
介
と
記
述
も

は
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
仮
名
の
学
習
、
漢
字
の
筆
順
の
習
得
、
漢
字
の
意

味
と
読
み
方
の
練
習
、
漢
字
テ
ス
ト
、
漢
字
の
成
り
立
ち
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な

グループ名 漢字

一緒に教える含有する構成要素 グループ
の中の
合体漢字部首 準部首

数字
一二三四五六
七八九十百千
万

一二囗儿
亠八十白

五七九
千万

三四
六百

人間
人女力男母父
子口目耳手足

人女力田
母父子口
目耳手足

男

世界 世界 

自然 自然 

有機世界 有機世界 

動物 動物 植物 植物 

無機世界 無機世界 

地球 地球 

場所 場所 

現象 現象 

天 天 

人類 人類 

社会 社会 

人間 人間 

家族 
体 
性格 
感情 
所有権 
健康 
動作 

家族 
体 
性格 
感情 
所有権 
健康 
動作 

環境 環境 

文化 
教育 
ビジネス 

文化 
教育 
ビジネス 

科学 科学 

数学 
物理学 
言語学 
他科学 

数学 
物理学 
言語学 
他科学 

人工世界 人工世界 

技術 技術 建設 建設 

建物 建物 

交通 交通 

図18　漢字の意味的グループの例

図19　世界観の漢字意味ネットワーク
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ど
の
ソ
フ
ト
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
教
科
書
は
以
前
紹
介
し
た
階
層
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

第
四　

ロ
シ
ア
語
で
作
成
し
た
漢
字
指
導
の
手
引
き
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
れ

は
、
キ
ル
ギ
ス
国
立
総
合
大
学
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
学
部
の

日
本
語
サ
イ
ト
に
公
開
し
ま
し
た
。
私
が
今
日
話
し
た
こ
と
の
多
く
は
、
そ
の
手

引
き
に
は
い
っ
て
い
ま
す
。
手
引
き
を
い
つ
か
日
本
語
に
翻
訳
し
て
、
日
本
語
で

も
公
開
す
る
予
定
で
す
。

ま
と
め

キ
ル
ギ
ス
共
和
国
は
大
き
く
な
く
て
、
世
界
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
国
で

す
が
、
そ
こ
で
も
日
本
語
教
育
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
漢
字
教
育

の
体
系
化
と
効
率
化
を
す
る
た
め
、
漢
字
教
育
研
究
が
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に

基
づ
く
、
非
漢
字
圏
の
国
の
日
本
語
学
習
者
の
考
え
方
に
相
応
し
い
漢
字
教
材
や

教
授
法
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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私
は
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
で
古
典
語
を
教
え
て
い
ま
す
。
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
は
水
の
都
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
漢
字
、
日
本
語
を
教
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
に
ど
う
し
て
漢
字
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
か
と
い
う
と
、
日

本
語
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
漢
字
教
育
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
論

文
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
た
め
で
す
。
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
漢
字
教

育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
少
し
お
話
し
し
ま
す
。

問
題
の
定
義

こ
こ
で
は
、
非
母
語
話
者
、
非
漢
字
圏
学
習
者
、
成
人
教
育
の
日
本
語
漢
字
教

育
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
日
本
語
教
育
学
で
は
、
普
通
、「
文
字
教
育
」
と
い

う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
が
、
文
字
教
育
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。「
仮
名
教
育
」
と

「
漢
字
教
育
」
が
、
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
す
べ
て
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
文

字
を
知
っ
て
い
れ
ば
」
日
本
語
が
読
め
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ

で
す
。
し
か
し
、「
文
字
を
知
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
っ
て
、
日
本
語
を
読
む
能
力

が
高
い
と
い
う
結
論
は
だ
せ
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
漢
字
教
育
で
は
、
漢

字
を
一
つ
ひ
と
つ「
形
、
意
味（
義
）、
読
み（
音
）」
を
記
憶
し
て
習
い
ま
す
。
こ

れ
は
普
通
の
漢
字
教
育
で
す
。
読
む
際
に
、
習
っ
た
漢
字
の「
形
」
を
認
識
し
て
、

「
意
味
」
と「
読
み
」
を
思
い
だ
し
て
、
多
数
の
選
択

の
中
で
、
前
後
の
漢
字
と
組
合
せ
、
最
終
的
に
「
読

む
」
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
意
味
と
読
み
を
決
定
し

ま
す
。
普
通
は
こ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
い
え
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
簡
単
な
例
で
す
が
、
二
つ
の
漢
字
で
で

き
た「
東
京
」
と
い
う
こ
と
ば
で
す（
図
1
）。「
東
」

が
あ
っ
て「
京
」
が
あ
る
の
で
す
が
、
一
番
使
わ
れ

て
い
る
読
み
「
ヒ
ガ
シ
、
ト
ウ
、
ア
ズ
マ
」
を
並
べ

て
、
こ
の
三
つ
の
な
か
で「
ト
ウ
」
と
い
う
読
み
を

選
ん
で
、「
京
」
も
「
キ
ョ
ウ
、
ケ
イ
、
ミ
ヤ
コ
」
の

な
か
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
一
緒
に
組
み
合
わ
せ
て

「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
」
と
読
み
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
英
語
の

場
合
だ
と
、
G
O
O
D
と
い
う
簡
単
な
こ
と
ば
は
、

G（
＝
g
）＋
O
O（
＝
ʊ
）＋
D（
＝
d
）で
、gʊd

と

な
り
ま
す
。
G
O
O
D
を
読
む
と
き
、
G
、
O
O

の
形
を
見
て
、
音
を
思
い
出
し
、
O
O
は「
ʊ
」
と

読
ん
で
、
組
み
合
わ
せ
て「
ぐ
っ
と
」
と
読
み
ま
す
。

本
当
に
そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
習
う
の
で
し
ょ
う

アルド・トリーニ（Aldo TOLLINI）
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か
。
ど
う
し
て「
ト
ウ
」
の
音
を
選
ん
で
、「
ア
ズ
マ
」
を
選
ば
な
い
か
と
い
う
問

題
で
す
。
外
国
人
と
し
て
非
漢
字
圏
の
学
習
者
と
し
て
私
が
漢
字
を
習
っ
た
と
き

に
、
そ
う
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
こ
れ
も
一
つ
の
外
国
人
と
し
て
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
す
。「
新
東
京
国
際
空
港
」
と
い
う
簡
単
な
セ
ン
テ
ン
ス
は
、「
新
＋
東

京
＋
国
際
＋
空
港
」
と
い
う
文
字
の
組
合
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
図
2

の
よ
う
な
仕
組
み
で
す
。「
空
港
」
は
一
つ
の
こ
と
ば
、「
国
際
」
も
一
つ
の
こ
と

ば
、「
国
際
空
港
」
は
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
、
単
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
東
京
」
は
一

つ
の
こ
と
ば
、「
新
」
も
一
つ
の
字
だ
け
で
一
つ
の
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、「
新
＋｛
東
京﹇
国
際（
空
港
）﹈｝｣

で
す
。
も
う
一
つ
の
読
み
方
で
い
う
と
、

新
し
い
東
京
に
あ
る
国
際
の
空
港
で
す
。

し
か
し
学
生
は
、「
新
東
京
国
際
空
港
」
と
い
う
漢
字
列
を
、「
新

東
＋
京
」、
つ
ま
り
「
新
し
い
東
」
の
京
と
読
む
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
、
新
し
い
東
と
読
ま
な
い
の
か
。
こ
れ
は
、
日
本
人
に
は

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
母
語
話
者
で
す
か
ら
当
た
り
前
の
こ
と
で

す
が
、
私
た
ち
は
母
語
話
者
で
は
な
い
の
で
、
ど
う
や
っ
て
区
別
す

る
か
、
ど
う
や
っ
て
組
み
合
わ
せ
た
ら
い
い
か
は
、
や
は
り
わ
か
り

づ
ら
い
で
す
。「
新
し
い
東
の
京
」
と
読
む
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
本

当
に
読
む
プ
ロ
セ
ス
は
、
漢
字
を
一
つ
ひ
と
つ
読
ん
で
組
み
合
わ
せ

る
の
か
、
強
い
疑
問
を
私
は
抱
い
て
い
ま
す
。

漢
字
能
力
と
は

漢
字
能
力
と
い
う
の
は
、
漢
字
を
一
つ
ひ
と
つ
読
む
能
力
に
限
ら

ず
、
日
本
語
で
書
い
て
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
漢
字
、
ま
た
は
漢
字
＋
仮
名
、

つ
ま
り
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
文
字
列
を
文
章
と
し
て
読
め
る
こ
と
で
す
。
い
く
ら

漢
字
を
知
っ
て
い
て
も
読
め
な
か
っ
た
ら
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
読
む

と
き
に
、
欠
か
せ
な
い
漢
字
能
力
は
分
析
的
な
能
力
、
英
語
で
い
え
ばanalytic 

com
petence

よ
り
も
総
合
的
な
能
力（synthetic com

petence

）
が
必
要
で

す
。
そ
れ
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
か
れ
て
い
る
、
テ
キ
ス
ト
の
文
字
列
、
つ
ま
り

語
彙
が
読
め
る
こ
と
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
例
で
い
う
と
、「
東
京
」
は
一
つ
の
こ
と

ば
、「
国
際
」「
空
港
」
が
一
つ
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
読
め
ま

す
。
母
語
話
者
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
学
生
は
知
ら
な
い
の
で

す
。
そ
こ
が
問
題
で
す
。図1　問題の定義1

図2　問題の定義2

たとえば、

東京  ＝ 東  ＋  京

　 ヒガシ   キョウ
東 トウ ＋ 京 ケイ
　 アズマ   ミヤコ

→ トウ  ＋  キョウ  ＝  トウキョウ

同じように、英語の場合だと

GOOD＝G（＝g）＋OO（＝ʊ）＋D（＝d）→ gʊd（IPA）

それだけではなく……たとえば、

新東京国際空港  ＝  新＋東京＋国際＋空港

つまり

新東京国際空港

または：　新＋ {東京［国際（空港）］}

しかし、学生は「新東京国際空港」のまえで、
新東＋京  など、つまり「新しい東」の京　？？
と読む可能性がある。
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漢
字
教
育
の
な
か
で
、
漢
字
を
一
つ
ひ
と
つ「
知
る
」
と
い
う
の
は
、
英
語
で
い

え
ばpropaedeutic

、
準
備
研
究
ま
た
は
予
備
知
識
の
能
力
で
あ
っ
て
、
最
終
的

な
目
標
は
テ
キ
ス
ト
を
読
む
能
力
を
育
て
る
こ
と
で
す
。

以
上
を
認
め
れ
ば
、
漢
字
教
育
と
読
解
教
育
は
非
常
に
強
く
関
係
す
る
教
育
分

野
で
あ
る
い
え
ま
す
。
漢
字
教
育
は
、
や
っ
ぱ
り
読
解
教
育
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
別
々
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漢
字
教
育
の
最
終
的
な
目
標
は
、

日
本
語
で
書
い
て
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
読
む
能
力
を
育
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
た
ち
の
学
生
が
、
ど
う
し
て
漢
字
を
習
う
の
か
と
い
う
と
、
や
は
り
文
献
を

読
む
た
め
で
す
。
日
本
語
で
書
い
て
あ
る
本
を
読
む
た
め
で
す
。
い
く
ら
漢
字
を

勉
強
し
て
い
て
も
、
読
め
な
か
っ
た
ら
意
味
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
読
む
プ

ロ
セ
ス
は
、
心
理
言
語
学
的
で
あ
る
の
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明

ら
か
に
し
て
、
教
育
に
も
考
慮
し
な
い
と
、
実
質
的
に
日
本
語
を
読
む
能
力
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
読
む
能
力
を
育
て
る
の
な

ら
、
読
む
プ
ロ
セ
ス
が
ど
う
い
う
も
の
か
知
ら
な
い
と
だ
め
で
す
。
人
間
は
ど
う

や
っ
て
文
章
を
読
む
の
か
。
そ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
理
論
だ
け
に
基
づ
い
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
視
野
に
入
れ
て
、
能
率
を
高
く

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
次
は
読
む
プ
ロ
セ
ス
の
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

読
む
プ
ロ
セ
ス
の
実
際

私
た
ち
は
日
本
人
が
日
本
語
を
読
む
と
か
、
イ
タ
リ
ア
人
が
イ
タ
リ
ア
語
を
読

む
と
か
、
ア
メ
リ
カ
人
が
英
語
を
読
む
の
は
別
と
し
て
、
一
つ
の
読
む
プ
ロ
セ
ス

が
ど
う
行
わ
れ
て
い
る
か
を
科
学
的
に
調
べ
た
ら
、
日
本
語
教
育
や
漢
字
教
育
に

も
役
立
つ
と
い
え
ま
す
。

読
む
プ
ロ
セ
ス
の
研
究
に
よ
っ
て
、
次
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
研
究
を
や
る
の
は
ア
メ
リ
カ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
図

3
で
は
英
語
で
書
い
て
い
ま
す
が
、
日
本
語
に
訳
す
と
、「
読
み
は
徹
底
的
な
プ
ロ

図3　読むプロセスの実際

読むプロセスの研究によって次の事実が明らかになっている：Reading is an 
intensive process in which the eye quickly moves to assimilate text. Very little 
is actually seen accurately.（読みは徹底的なプロセスで、そのプロセスにテキ
ストを理解するのに目が早く動き、実際、正確に（精密に）見られるのは少ない）

読むプロセスは目のfixations（定着、絞り込み）とsaccades（目の早い左右の
動き）の繰り返しによって行われている。人間は、テキストにある一つひとつ
の語（文字）に視線を集中するのではなく、むしろ語列のいくつかの語に視線を
広げて、欠けている情報を文脈によって、自分で補うというプロセスになる可
能性が高い。（Reading is performed as a series of eye fixations with saccades 
between them. Humans also do not appear to fixate on every word in a text, 
but instead fixate to some words while apparently filling in the missing 
information using context.）.（サッカード《読書の際などの眼球の瞬間的運動》）.
読むときに、目が一線一方に進むのではなく、早い左右の動きをしながら短
い絞り込みをする。（During reading, eyes do not move continuously along 
a line of text, but make short rapid movement (saccades) intermingled with 
short stops (fixations).）
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セ
ス
で
、
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
の
に
目
が
早
く
動
き
、
実
際
、
正
確
に
見
ら
れ

る
こ
と
は
少
な
い
」
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
図
3
の
下
は
目
の
視
線
を
示
し
て

い
ま
す
。
視
線
は
、
そ
の
文
章
で
前
後
が
ち
ょ
っ
と
ぼ
け
て
い
ま
す
が
、
は
っ
き

り
見
え
る
と
こ
ろ
は
、four

と
、
そ
の
周
り
だ
け
で
す
。four

は
一
○
○
パ
ー
セ

ン
ト
は
っ
き
り
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、only

やto

は
七
十
五
と
か
四
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
で
、
こ
の
ほ
か
は
ほ
と
ん
ど
見
て
い
な
い
の
で
す
。
読
む
プ
ロ
セ
ス
が
進
ん

で
い
き
ま
す
。

読
む
プ
ロ
セ
ス
は
、
目
のfixation
（
着
目
、
絞
り
込
み
）
で
す
。
目
の
速
い
左

右
の
動
き
の
繰
り
返
し（saccades

）に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
視
線
が
い
っ

た
り
き
た
り
し
て
い
ま
す
。
人
間
は
、
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
一
つ
ひ
と
つ
の
語
、
文

字
に
視
線
を
集
中
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
語
列
の
い
く

つ
か
の
語
に
視
線
を
広
げ
て
、
欠
け
て
い
る
情
報
を
文
脈
に

よ
っ
て
、
自
分
で
補
う
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
な
る
可
能
性
が

高
い
の
で
す
。
母
語
話
者
だ
と
、
あ
ま
り
よ
く
見
え
な
い
と

こ
ろ
は
自
分
で
補
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
読
む
だ
け

で
は
な
く
、
聞
く
と
き
に
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
ち
ゃ
ん
と
聞

い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
は
っ
き
り
聞
い
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
漠
然
的
に
耳
に
は
い
る
部
分
も
あ
り
ま

す
。
で
も
母
語
話
者
は
、
こ
と
ば
を
知
っ
て
い
る
た
め
欠
け

て
い
る
情
報
を
補
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

読
む
と
き
に
、
目
が
一
線
一
方
向
に
進
む
の
で
は
な
く
、

早
い
左
右
の
動
き
を
し
な
が
ら
、
短
い
絞
り
込
み
を
し
ま

す
。こ

う
い
う
科
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

読
解
教
育

読
解
教
育
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
英
語
で
い
うSub -lexical 

reading

で
、
語
ま
た
は
形
態
よ
り
短
い
要
素
を
読
み
ま
す
。
そ
の
教
え
方
は
、

一
つ
ひ
と
つ
の
文
字
ま
た
は
短
い
文
字
の
組
を
、
そ
の
発
音
と
結
び
つ
け
て
教
え

ま
す
。
そ
れ
は
、「
文
字
を
読
む
」
と
も
い
え
ま
す
。
語
を
読
む
の
で
は
な
く
て
、

も
っ
と
語
の
小
さ
く
て
、
短
い
文
字
を
読
み
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
が
つ
け
た「
音

読
」
と
い
う
名
前
で
す
。
音
を
読
む
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、Lexical reading

で
す
。
つ
ま
り
、
語
彙
を
読
む
こ
と
で
す
。

そ
の
教
え
方
は
、
文
字
を
気
に
せ
ず
に
、
語
彙
ま
た
は
語
彙
の
組
を
認
識
し
て
読

ま
せ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は「
言
語
を
読
む
」
と
い
え
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
は
文
字
を
読
む
、
こ
ち
ら
は
言
語
を
読
む
で
す
。

「
意
読
」
と
い
っ
て
も
い
い
と
い
え
ま
す
。「
表
音
・
表
意
」の

文
字
の
種
類
と
並
ん
で
、「
音
読
・
意
読
」
と
い
う
読
み
方
と

呼
ん
で
も
い
い
と
い
え
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
読
み
方
は
、
基
本
的
に
ロ
ー
マ
字
の
表
音
文

字
に
使
い
ま
す
が
、
表
音
文
字
の
仮
名
と
表
意
文
字
の
漢
字

が
あ
る
日
本
語
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、

必
ず
し
も
仮
名
が
音
読
、
つ
ま
り
文
字
を
読
む
教
育
、
漢

字
は
意
読
、
つ
ま
り
語
彙
教
育
に
限
る
の
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
念
頭
に
入
れ
て
教
育
プ
ロ
セ
ス
を

進
め
る
べ
き
で
す
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
仮
名
の
場
合
、

「
音
読
」
教
育
も
「
意
読
」
教
育
も
で
き
ま
す
が
、
漢
字
の
場

合
は「
音
読
」
教
育
は
で
き
ず
、「
意
読
」
教
育
し
か
で
き
ま
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せ
ん
。

漢
字
の
場
合
、「
意
読
」
教
育
と
い
っ
て
も
、
ま
ず
、
漢
字
は
文
字
と
し
て
教
え

る
の
で
は
な
く
、「
語
」
と
し
て
教
え
る
の
が
本
当
の「
意
読
」
教
育
で
す
。
ど
う

違
う
か
と
い
え
ば
、
漢
字
を
文
字
と
し
て
教
え
れ
ば
、
学
習
者
が
漢
字
を
一
文
字

ず
つ
習
っ
て
、
そ
れ
か
ら
二
文
字
、
三
文
字
、
n
文
字
の
組
合
せ
を
習
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
語
」
を
文
字
の
組
合
せ（
漢
語
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
。
一

字
一
語
は
例
外
）、
の
結
果
と
し
て
習
っ
て
、
読
む
プ
ロ
セ
ス
に
、「
語
」
を
読
む

の
で
は
な
く
、「
文
字
」
を
読
ん
で
、
そ
の
文
字
の
読
み
の
結
果
と
し
て
、「
語
」
を

読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
反
し
て
、
漢
字
を
「
語
」
と
し
て
教
え
れ
ば
、
学
習
者
が
文
字
を
直
接

に
「
語
」
と
し
て
習
っ
て
、
そ
れ
か
ら
必
要
に
応
じ
て
、「
語
」
を
分
解
し
て
、
文

字
を
一
つ
ず
つ
認
識
し
ま
す
。
漢
字
を
文
字
と
し
て
教
え
、
漢
語
の
前
で
組
み
合

わ
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
知
っ
て
い
る
と
、
あ
る
程
度
、
語
の
理
解
が
で
き
る
と
い

う
プ
ラ
ス
の
面
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
漢
字
を
「
語
」
と
し
て

教
え
れ
ば
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。
習
う
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
か
か

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
果
的
に
、
読
み
方
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

文
字
を
習
う
と
き
に
、
読
ん
で
習
う
と
い
う
の
が
、
基
本
で
す
。
も
し
、
読
む
こ

と
が
目
標
で
あ
っ
た
ら
、
や
は
り
読
ん
で
習
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
た

り
前
で
す
よ
ね
。
母
語
の
読
み
手
に
近
い
、
早
い
読
み
方
に
な
る
と
い
え
ま
す
。

こ
の
場
合
、
文
字
の
教
え
方
と
言
語
の
教
え
方
は
強
く
結
び
つ
き
ま
す
。
こ
う
す

れ
ば
、
日
本
人
の
読
み
方
に
近
く
な
り
ま
す
。

実
際
の
文
字
教
育
で
は
、
一
方
的
な
教
え
方
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
や
は
り
両

方
の
教
え
方
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
と
っ
た
も
の
が
理
想
的
だ
と
い
え
ま
す
。
文
字
一

つ
ひ
と
つ
と
し
て
の
習
い
方
と
、
語
と
し
て
の
習
い
方
で
す
。
た
だ
、
大
事
な
の

は
、
文
字
教
育
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
決
め
る
教
師
が
、
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ

リ
ッ
ト
を
念
頭
に
入
れ
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
、
自
然
な
読
み
方
を
目
指
し
て
教
育

プ
ロ
セ
ス
を
打
ち
出
せ
ば
よ
い
と
い
え
ま
す
。

読
む
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
ま
ず
、
一
字
ま
た
は
文
字
列
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、

基
本
は「
文
字
認
識
」
で
す
。
文
字
認
識
が
で
き
な
い
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
文
字
認
識
を
し
な
い
読
み
方
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ム
ー
ズ

で
、
自
然
な
読
み
方
を
習
う
の
に
、
ス
ム
ー
ズ
で
、
自
然
な
文
字
認
識
を
欠
か
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
以
上
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
読
み
方
と
い
う
の
は
、

① 

読
む
プ
ロ
セ
ス
は
、
目
のfixation

（
定
着
、
絞
り
込
み
）
と
、saccades

（
目
の
早
い
左
右
の
動
き
）の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

② 

そ
の
結
果
と
し
て
、「
読
み
は
徹
底
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に

テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
こ
と
に
目
が
早
く
動
き
、
実
際
、
正
確
に（
精
密
に
）

見
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
す
。」
と
い
う
の
は
、
普
通
、
慢
性
的
な
文
字
が
目

に
は
い
る
。
上
手
な
文
字
認
識
は
、
早
く
て
、
間
違
い
な
く
行
う
べ
き
で
す
。

「
実
際
、
正
確
に（
精
密
に
）
見
ら
れ
る
の
が
少
な
い
」
と
い
う
の
は
、
認
識

の
際
、
脳
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
文
字
処
理
は
、「
漠
然
と
し
た
形
」
に

よ
っ
て
認
識
す
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
漠
然
と
し
た
形
」
と
い
う

の
は
、
文
字
列
の
だ
い
た
い
の「
概
観
」
に
よ
る
認
識
と
い
う
こ
と
で
す
。
概

観
を
見
て
、
処
理
し
て
、
自
分
の
文
字
言
語
の
貯
蔵（repertory

）
に
照
ら

し
合
わ
せ
て
認
識
し
、
そ
れ
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
繰
り
返
し

に
な
り
ま
す
。

漢
字
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
と
い
う
意
味
は
、
た
だ
、
漢
字
貯
蔵
に
は

い
っ
て
い
る
か
、
は
い
っ
て
い
な
い
か
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
ち
ろ
ん
は
い
っ
て
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い
な
け
れ
ば
読
む
プ
ロ
セ
ス
自
体
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
は
い
っ
て
い
て
も
、「
概

観
」
で
早
く
、
正
確
な
取
り
だ
し
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
か
か
わ
っ

て
き
ま
す
。
私
の
教
え
子
が
日
本
語
を
読
む
と
き
、
す
ご
く
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か

け
て
読
み
ま
す
。
あ
あ
こ
の
字
と
か
、
こ
の
字
だ
、
こ
の
二
つ
の
字
の
組
合
せ
は

こ
の
こ
と
ば
だ
と
か
。
そ
れ
は
や
は
り
普
通
の
読
み
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
み

方
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

非
母
語
話
者
の
学
習
者
に
と
っ
て
漢
字
列
を
読
む
際
の
問
題
点

そ
の「
概
観
」で
、
早
く
て
、
正
確
に
貯
蔵
か
ら
取
り
だ
し
が
で
き
る
こ
と
は
大

事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
本
当
は
、
こ
れ
だ
け
で
話
は
長
く
な
る
の
で
す
が
、
そ
の

概
観
で
速
く
、
正
確
に
貯
蔵
か
ら
取
り
出
し
が
で
き
る
と
い
う
タ
ス
ク
は
、
非
漢

字
圏
、
非
母
語
話
者
の
大
人
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
つ
ま
り
、
外
国
人
の
大
学
レ

ベ
ル
の
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
特
に
漢
字
列
を
読
む
と
き
に
な
じ
み
づ
ら
い
点
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
三
点
だ
け
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

一
つ
は
、
類
義
の
漢
字
で
す
。
は
っ
き
り
見
な
い
の
で
、
類
義
の
漢
字
が
間
違

い
や
す
い
で
す
。
も
う
一
つ
、
漢
字
の
非
局
在
化（delocalization

）
で
す
。
そ

こ
ま
で
の
話
は
時
間
の
関
係
で
残
念
な
が
ら
今
日
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
は
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
線
上
的
な
文
字
に
対
し
て
、
漢
字
は
二
次
元
的
な
文
字
を
読

む
こ
と
で
す
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
私
が
別
の
論
文
で
も
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

本
当
は
、
最
初
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
話
し
て
、
練
習
問
題
も
お
見
せ
し

た
か
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
時
間
が
き
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
申
し
訳
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
こ
で
終
了
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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濱
川 

祐
紀
代
（
国
際
交
流
基
金
日
本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
）

今
日
の
お
話
、
す
ご
く
盛
り
だ
く
さ
ん
で
し
た
が
、
皆
さ
ん
ど
の
く
ら
い
覚
え
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
最
初
の
先
生
が
な
に
を

お
話
し
な
さ
っ
た
か
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

私
は
普
段
、
日
本
語
教
育
の
漢
字
を
テ
ー
マ
に
日
々
研
究
や
指
導
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
と
っ
て
も
身
近
な
問
題
で
す
が
、
は
じ
め

て
聞
く
方
に
と
っ
て
は
情
報
が
多
く
て
混
乱
さ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
の
ほ
う
か
ら
は
、
先
生
方
の
お
話
を

振
り
返
っ
て
、
私
の
印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
一
言
ず
つ
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

今
回
登
壇
し
た
先
生
方
の
話
は
、
テ
ー
マ
で
も
あ
る
日
本
語
漢
字
を
ま
な
ぶ
と
い
う
観
点
か
ら
の
お
話
で
し
た
。
最
初
の
開
会
挨
拶

で
、
国
語
研
究
所
の
影
山
所
長
は
、
外
国
人
の
日
本
語
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
漢
字
を
ま
な
ぶ
か
に
興
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
話

し
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
私
の
覚
え
て
い
る
範
囲
で
少
し
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

基
調
講
演
の
加
納
先
生
の
バ
ー
ゲ
ン
の
話
、
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。
学
習
者
の
心
理
面
を
考
え
て
、「
漢
字
の
辞
書
に

は
五
万
字
あ
る
け
れ
ど
も
、
二
千
字
勉
強
す
れ
ば
日
本
語
を
う
ま
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
五
百
字
勉
強
す
れ
ば
新
聞
の
漢
字

の
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
カ
バ
ー
で
き
る
ら
し
い
よ
。
だ
か
ら
、
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
い
い
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
五
百
字
を
覚
え
ま
せ
ん

か
」
と
い
う
よ
う
に
、
バ
ー
ゲ
ン
方
式
で
数
字
を
下
げ
て
い
く
と
い
う
話
で
し
た
。
こ
こ
で
気
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
形
式
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
私
た
ち
は
、
ち
ょ
っ
と
親
切
な
先
生
を
気
取
っ
て
、
少
な
め
に
五
十
字
と
か
百
字
と

か
言
っ
て
お
き
、
学
習
者
の
気
づ
か
な
い
う
ち
に
少
し
ず
つ
増
や
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
詐
欺
商
法
に
近
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
バ
ー
ゲ
ン
方
式
は
と
て
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
て
、
覚
え
て
お
く
と
よ
い
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
思
い
ま
し
た
。

台
湾
の
林
先
生
か
ら
は
、
漢
字
が
母
語
表
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
漢
字
の
授
業
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
私

は
、「
や
っ
ぱ
り
ね
」
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
学
ば
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
字
体

と
か
字
形
の
違
い
に
気
づ
か
な
い
学
習
者
が
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
し
、
漢
字
が
同
じ
で
も
意
味
の
幅
が
違
う
と
い
う
こ
と
も
わ

コ
メ
ン
ト
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か
り
ま
し
た
。
例
に
で
て
い
た
の
は
、
気
温
の
高
さ
を
表
す
「
暑
い
」
と
、
物
の
温
度
の
高
さ
を
表
す
「
熱
い
」
で
す
。
音
は
同
じ
で
す

が
、
こ
の
よ
う
な
漢
字
の
違
い
が
だ
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

漢
字
圏
の
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
日
本
語
は
漢
字
を
使
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は
外
国
語
だ
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
、
漢
字
の
字
形
や
意

味
を
確
認
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
、
ま
た
、
先
生
も
そ
う
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
先
生
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
事
情
を
最
初
に
お
話
し
さ
れ
、
日
本
語
能
力
が
高
く
な
れ
ば
、
日
本
語
を

使
っ
た
仕
事
に
就
け
る
と
い
う
話
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
高
く
な
れ
ば
と
い
う
高
さ
の
目
安
と
し
て
、
漢
字
が
千
字
と
か
二
千
字

と
い
う
数
字
が
で
て
い
ま
し
た
。
そ
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
こ
と
と
、
漢
字
学
習
へ
の
意
欲
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
下
が
る
こ
と
で
日
本
語
学
習
を
や
め
て
し
ま
う
人
も
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
っ
た
の
は
少
し
残
念
で
し
た
。
で
も
、
学
習
者
と

教
師
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。
教
師
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
学
習
者
は
漢
字
学
習
に
向
い
て
い
な
い
と
悲
観

的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
が
、
学
習
者
は
前
向
き
で
、
漢
字
は
役
に
立
つ
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
教
師
と
学
習
者
が
使
っ
て
い
る
学
習
方
法
に
違
い
が
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
な
あ
と
思
い

ま
し
た
。

イ
ン
ド
の
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト
先
生
の
、
世
界
の
文
字
や
表
記
の
話
は
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
ど
の
く
ら
い
の

文
字
を
ご
存
じ
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
語
学
講
座
な
ん
か
で
も
い
ろ
い
ろ
な
文
字
の
紹
介
が
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
見
た

こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
こ
と
ば
は
悪
い
の
で
す
が
、
グ
ニ
ャ
グ
ニ
ャ
と
し
た
文
字
が
あ
る
の
を
考
え
る
と
、「
あ
っ
、

ま
だ
漢
字
で
よ
か
っ
た
な
あ
」
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
日
本
人
も
読
め
な
い
漢
字
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
み
ん
な
も
安
心
し
て
、
と
い
う
ご
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
。
先
生
と
い
う
立
場

で
前
に
立
っ
た
り
、
ま
た
は
親
の
立
場
で
子
ど
も
の
前
に
立
っ
て
い
た
り
し
ま
す
と
、
で
き
な
い
こ
と
を
隠
す
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
で
も
、
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
、
忘
れ
た
部
分
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
普
通
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
漢
字
を

覚
え
る
の
が
苦
手
だ
っ
た
の
で
す
が
、
苦
手
な
こ
と
が
高
じ
て
い
ま
専
門
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
の
で
、
学
習
者
と
一
緒
に
学
ん
で
い
く

こ
と
も
大
切
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
私
も
大
変
苦
労
し
た
ん
だ
、
一
緒
に
勉
強
し
ま
し
ょ
う
と
、
素
直
に
い
う
こ
と
も
大
事
な
の
か

な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
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そ
れ
か
ら
、
キ
ル
ギ
ス
の
ガ
リ
ー
ナ
先
生
の
ご
報
告
で
は
、
ま
ず
ス
ラ
イ
ド
の
投
影
だ
け
で
な
く
音
楽
が
で
て
き
た
こ
と
に
ビ
ッ
ク

リ
さ
れ
た
方
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
源
氏
物
語
と
い
う
の
も
興
味
深
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
今
回
は
時
間
の
問
題
も
あ
っ
て
省

略
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
こ
ん
な
に
あ
る
の
か
と
い
う
ほ
ど
の
漢
字
学
習
や
指
導
の
問
題
点
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
か
な
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
ガ
リ
ー
ナ
さ
ん
自
身
の
学
習
者
と
い
う
視
点
か
ら
漢
字
の
学
び
方
や
教
え
方
と
い
う
の
を
考
え
て
教
材
を
作
成
さ
れ
た
こ
と
も

興
味
深
い
と
思
い
ま
し
た
。

日
本
で
教
育
を
受
け
て
き
た
人
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
分
解
し
て
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
教
材
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
と

不
思
議
に
思
っ
た
方
が
い
ら
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
レ
ベ
ル
も
高
い
と
こ
ろ
ま
で
き
た
人
の
経
験
は
、
や
っ
ぱ
り
示
唆
に
富
ん
で
い

る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
列
挙
さ
れ
て
い
た
問
題
点
は
、
す
べ
て
を
一
つ
の
教
材
で
解
決
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
和
ら
げ
る
、
一
つ

二
つ
な
く
す
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
師
と
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
選
択
肢
を
も
つ
の
が
と
て
も
大
事
だ
ろ
う
な
あ
と
思
い

ま
し
た
。

最
後
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ー
ニ
先
生
で
す
。
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
と
て
も
残
念
で
し
た
け
れ
ど
、
ま
ず
は
単
漢
字
、

つ
ま
り
、
漢
字
一
文
字
一
文
字
を
ど
う
や
っ
て
学
ぶ
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
も
う
少
し
広
く
捉
え
よ
う
と
い
う
こ
と
が
最
初
の
提
起

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
漢
字
が
複
数
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
で
す
。
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
方
は
、
皆
さ
ん
も
う
大
人
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
も
う
何
年
も
前
、
何
十
年
も
前
の
学
習
経
験
に
つ
い
て
覚
え
て
い
る
人
は
た
ぶ
ん

少
な
い
か
な
あ
と
思
い
ま
す
が
、
昔
ど
う
や
っ
て
勉
強
し
た
か
を
思
い
だ
し
、
ま
た
は
自
分
の
子
ど
も
た
ち
が
ど
う
や
っ
て
勉
強
し
て
い

る
の
か
を
考
え
な
が
ら
、
漢
字
の
勉
強
の
仕
方
を
思
い
起
こ
す
と
い
い
か
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
、
読
解
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
最
初
の
加
納
先
生
の
講
演
に
も
あ
っ
た
用
法
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
の
お
話
は
、
別
々
の
視
点
か
ら
用
意
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
漢
字
の
形
、
読
み
、
意
味
、
用
法
そ
れ
ぞ

れ
に
お
も
し
ろ
さ
と
難
し
さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
報
告
を
聞
き
な
が
ら
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
感
想
を
も
っ
た
の
で
す
が
、
加
納
先
生
の
講
演
の
最
後
の
ほ
う
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で
、「
漢
字
学
習
の
道
は
、
は
て
し
な
く
続
き
ま
す
」
と
書
い
た
ス
ラ
イ
ド
が
あ
り
ま
し
た
。
は
て
し
な
く
続
き
ま
す
し
、
た
ぶ
ん
日
本

で
教
育
を
受
け
て
立
派
に
成
人
し
た
皆
さ
ん
も
、
き
っ
と
ま
だ
続
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
学
習
者
が
そ
の
道
を
ど
の
よ

う
に
進
ん
で
き
た
の
か
、
ま
た
、
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
日
々
を
過
ご
し
た
の
か
、
喧
嘩
し
た
り
、
ま
た
は
走
っ
た
り
し
た
の
か
、
走
っ

て
駆
け
抜
け
て
き
た
り
し
た
の
か
、
そ
の
道
の
り
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
、
私
は
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。

私
の
コ
メ
ン
ト
は
以
上
で
、
こ
の
あ
と
は
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
な
り
ま
す
。
漢
字
学
習
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
点
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
が
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
い
ま
報
告
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
が
、
漢
字
を
学
習
す
る
人
と
し
て
、
漢
字
学
習
を
続

け
て
こ
ら
れ
た
理
由
、
ま
た
は
漢
字
学
習
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
楽
し
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
聞
き
た
い
な
あ
と
思
い
ま
す
。

せ
っ
か
く
の
休
憩
時
間
で
す
が
、
報
告
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
休
憩
の
間
、
心
の
準
備
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
私
か
ら

は
以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

高
田　

司
会
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の
高
田
が

務
め
ま
す
。
私
も
入
れ
て
八
名
と
、
こ
れ
ま
で
の

N
I
N
J
A
L
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
な
か
で
は
一
番
多
い

登
壇
者
だ
と
思
い
ま
す
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
は

じ
め
る
前
に
、
さ
き
ほ
ど
の
ト
リ
ー
ニ
先
生
の
ご
報

告
で
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
五

分
ほ
ど
で
補
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ト
リ
ー
ニ　

全
部
話
せ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
す
け

れ
ど
、
そ
の
あ
と
は
私
が
作
っ
た
練
習
問
題
を
見
せ

た
か
っ
た
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う

に
、
形
の
似
た
類
似
の
漢
字
は
文
字
を
は
っ
き
り
見

な
い
の
で
間
違
え
や
す
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
準
備

教
育
と
し
て
は
、
や
っ
ぱ
り
練
習
さ
せ
れ
ば
よ
い
。

見
て
い
る
た
く
さ
ん
の
漢
字
の
な
か
で
一
つ
を
選
ぶ

こ
と
は
、
目
を
習
わ
せ
る
こ
と
で
す
よ
ね
。
慣
れ
て

い
な
い
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
く
、
正
確
に
、
一
つ

の
漢
字
を
見
つ
け
だ
す
と
い
う
練
習
問
題
で
す
。
な

ん
と
い
う
の
か
な
あ
、
ス
ー
ム
ズ
な
読
み
方
の
た
め

に
必
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。も

う
一
つ
で
き
な
か
っ
た
話
は
、
漢
字
の
非
局
在

化
（delocalization

）
で
す
。
私
が
そ
う
い
う
名
前

を
つ
け
た
の
で
す
。
ど
う
い
う
問
題
か
と
い
う
と
、

自
分
自
身
の
経
験
で
考
え
た
こ
と
で
す
が
、
た
と
え

ば
、
私
が
東
京
に
長
く
住
ん
で
い
て
、
い
つ
も
地
下

鉄
に
乗
っ
て
、
い
つ
も
同
じ
駅
に
降
り
て
名
前
を
見

て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
吾
妻
橋
。
毎
日
毎
日
毎

日
見
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
最
初
の
漢
字
の

「
吾
」
が
、
違
う
漢
語
の
な
か
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

毎
日
見
て
い
た
の
に
。
何
回
も
何
回
も
見
た
こ
と
が

あ
る
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
。
ど
う

し
て
も
思
い
出
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
目
が
慣
れ
て
な

い
語
彙
の
な
か
に
違
う
組
合
せ
を
見
る
と
、
と
き
ど

き
わ
か
ら
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
非
局
在

の
問
題
で
す
よ
。
つ
ま
り
、
私
が
駅
の
名
前
を
見
る

と
き
、
漢
字
を
一
つ
ひ
と
つ
認
識
し
て
、
組
み
合
わ

せ
て
読
む
の
で
な
く
て
、
一
つ
の
こ
と
ば
と
し
て
読

ん
で
い
た
か
ら
で
す
。
漢
字
は
見
な
い
で
、
あ
あ
、

こ
の
組
合
せ
は
吾
妻
橋
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

う
し
た
ら
、
最
初
の
「
吾
」
を
別
の
漢
語
で
見
る
と

き
に
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
も
語
彙
と
し
て
読
む
か
ら

で
す
。
私
た
ち
が
漢
字
を
読
む
と
き
語
彙
と
し
て
読

む
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
た
く
さ
ん

の
練
習
問
題
を
作
っ
た
わ
け
で
す
。
目
が
語
彙
と
し

て
だ
け
じ
ゃ
あ
な
く
て
、
漢
字
一
つ
ひ
と
つ
に
絞
っ

て
認
識
す
る
と
い
う
練
習
問
題
で
す
。
今
度
も
し
時

間
が
も
っ
と
あ
れ
ば
全
部
や
り
ま
す
。

高
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
、
濱
川
さ
ん
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
で
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
話
題
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
漢

字
学
習
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
あ
り
ま
す
。
特
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に
、
日
本
語
非
母
語
話
者
に
特
有
の
困
難
が
あ
る

と
、
基
調
講
演
か
ら
は
じ
ま
っ
て
皆
様
の
ご
報
告
に

あ
り
ま
し
た
。
困
難
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
報

告
者
の
皆
様
は
学
習
者
と
し
て
漢
字
学
習
を
続
け
、

日
本
語
で
講
演
を
し
、
発
表
資
料
を
日
本
語
で
書
き

こ
な
す
上
級
レ
ベ
ル
に
達
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
漢

字
学
習
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
を
、
お
一
方

ず
つ
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ヴ
ォ
ロ
ビ
ヨ
ワ　

私
の
専
攻
は
数
学
で
す
が
、
日
本

文
化
に
興
味
を
持
っ
て
四
十
六
歳
で
趣
味
と
し
て
日

本
語
を
勉
強
し
は
じ
め
ま
し
た
。
で
も
、
ど
ん
な
言

語
か
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
初
は
平

仮
名
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
、
以
前
使
っ
て
い
た
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
キ
リ
ル
文
字
と
大
き
く
異
な
る
、

と
て
も
覚
え
に
く
い
文
字
だ
と
思
い
ま
し
た
。
苦
労

し
て
、
学
習
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
片
仮
名
も
習

い
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
れ
も
と
て
も
難
し
か
っ
た
で

す
。
そ
し
て
、
漢
字
を
勉
強
し
は
じ
め
た
と
き
、
非

常
に
難
し
く
な
っ
て
、
も
う
日
本
語
の
勉
強
を
や
め

る
し
か
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
漢
字
学
習
の
最
初
の

段
階
で
一
番
大
き
い
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
い
く
ら

頑
張
っ
て
も
覚
え
た
漢
字
は
、
次
の
日
に
は
も
う
覚

え
て
い
な
い
と
感
じ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
の
理
由

は
、
同
時
に
大
き
な
知
識
、
つ
ま
り
漢
字
の
形
、
読

み
方
、
語
例
、
筆
順
な
ど
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。
困
難
の
例
と
し
て
、
あ
る
出
来

事
を
紹
介
し
ま
す
。
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
一
人
は
書
き

取
り
で
、
ど
の
「
き
」
で
も
、
木
曜
日
の
「
木
」、
ど

の
「
か
」
で
も
、
火
曜
日
の
「
火
」
を
書
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
表
音
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
表
意
文
字

の
漢
字
の
基
本
的
な
違
い
が
非
漢
字
系
学
習
者
に

と
っ
て
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
状
況
の
例
で
し
た
。

漢
字
学
習
を
は
じ
め
た
ば
か
り
の
非
漢
字
系
の
私
た

ち
に
と
っ
て
漢
字
は
別
世
界
の
よ
う
で
し
た
。
漢
字

で
書
か
れ
た
文
章
を
見
た
と
き
ま
る
で
宇
宙
人
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
試
み
を
し
て
い
る
よ
う
な

感
想
で
し
た
。

　

漢
字
学
習
を
登
山
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
実
は
、
私
は
五
十
歳
の
と
き
富
士
山
に
登
り
ま

し
た
。
苦
し
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
目
の
前
の
頂
上
を

見
な
が
ら
、
我
慢
し
て
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。
結
局

頂
上
ま
で
登
る
と
目
の
前
に
き
れ
い
な
世
界
が
広
が

り
ま
し
た
。
富
士
山
か
ら
日
出
を
見
て
私
は
と
て
も

幸
せ
で
し
た
。
漢
字
学
習
も
富
士
山
へ
の
登
山
と
同

じ
よ
う
に
苦
し
く
て
も
、
勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

漢
字
を
深
く
理
解
し
て
、
漢
字
の
世
界
は
目
の
前
に

き
れ
い
に
広
が
り
ま
す
。
い
つ
の
間
に
か
私
は
漢
字
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学
習
の
楽
し
さ
、
面
白
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
漢
字
を

使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
は
私
に
と
っ
て
不
思
議
で
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
漢
字
に
は
読
み
方
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
驚
い

て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
漢
字
「
日
」
が
は
い
っ

て
い
る
語
例
に
は
「
日
曜
日
」、「
休
日
」
な
ど
、
そ

の
漢
字
の
読
み
方
が
違
う
単
語
が
あ
り
ま
し
た
。
私

の
日
本
語
の
萩
原
幸
子
先
生
は
全
力
を
つ
く
し
て
、

教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
私
は
そ
れ
に

応
じ
て
我
慢
し
て
日
本
語
学
習
を
や
め
な
い
で
一
生

懸
命
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。
最
後
ま
で
闘
っ
て
、
日

本
語
能
力
試
験
の
一
級
に
合
格
し
ま
し
た
。
そ
し
て

日
本
語
教
師
に
な
っ
て
、
私
の
学
習
者
の
負
担
を
軽

く
し
て
、
漢
字
学
習
を
楽
し
く
す
る
た
め
に
漢
字
教

材
を
作
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
漢
字
学
習
の
効
率
化

を
目
指
し
て
研
究
し
て
い
て
、
そ
の
成
果
を
博
士
論

文
に
ま
と
め
て
日
本
で
博
士
号
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
漢
字
学
習
の
困
難
を
乗
り
越
え
た
人

は
強
く
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

パ
ル
デ
シ　

私
に
は
、
漢
字
は
イ
ン
ド
料
理
で
使
う

ス
パ
イ
ス
と
同
じ
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
組
合
せ
で

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
で
き
る
。
加
減
が
違
う
と
味
が

違
う
。
無
限
大
に
組
合
せ
が
で
き
て
、
無
限
大
に
い

ろ
い
ろ
な
も
の
が
調
理
で
き
る
。
サ
ス
ペ
ン
ス
ド
ラ

マ
と
同
じ
よ
う
に
複
数
の
漢
字
を
組
合
わ
せ
て
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
意
味
な
ん
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
て
い

ま
し
た
。
私
は
イ
ン
ド
に
い
た
と
き
英
語
が
と
て
も

苦
手
で
し
た
。
な
に
が
苦
手
か
と
い
う
と
、
綴
り
を

覚
え
る
こ
と
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
綴
り
と
実
際
の

発
音
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
ル

ソ
ー
に
つ
い
て
勉
強
し
た
の
で
、
ル
ソ
ー
の
綴
り

R
、
o
、
u
、
s
、
s
、
e
、
a
、
u
を
十
回
以
上
描

い
て
覚
え
ま
し
た
。
日
本
語
の
場
合
、
飛
行
機
と
い

う
単
語
を
学
ん
だ
と
き
、
ほ
ん
と
う
に
鳥
肌
が
立
ち

ま
し
た
。
飛
ん
で
い
く
機
械
。
な
ん
と
い
う
わ
か
り

や
す
い
言
葉
か
と
思
い
ま
し
た
。
表
音
文
字
で
理
解

で
き
な
い
単
語
は
、
表
意
文
字
で
理
解
で
き
る
こ
と

が
多
々
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
面
白
い
の
は
、
読
ま
な
く
て
も
わ
か
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
最
大
の
武
器
で
す
。
学
生

の
「
学
」
と
い
う
字
を
学
ん
で
、
そ
の
あ
と
「
見
る
」

と
い
う
字
を
学
ん
で
、
そ
の
あ
と
「
見
学
」
と
い
う

組
合
せ
が
で
き
る
。「
見
学
」
と
い
う
言
葉
は
、
私

は
辞
書
を
調
べ
な
い
で
理
解
で
き
た
ん
で
す
。
こ
れ

は
漢
字
の
す
ば
ら
し
い
力
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
毎
日
、
サ
ス
ペ
ン
ス
ド
ラ
マ
を
見
る
よ
う
に
漢
字

の
組
合
せ
を
や
っ
て
、
自
分
の
考
え
て
い
る
意
味
が

あ
っ
て
る
か
ど
う
か
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
続
け
ま
し
た
。

そ
れ
が
い
ま
で
も
続
い
て
い
ま
す
。

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ　

私
が
漢
字
の
勉
強
を
続
け
て
き

た
の
は
、
日
本
語
を
勉
強
し
は
じ
め
た
頃
か
ら
漢
字

が
絵
み
た
い
で
、
す
ご
く
き
れ
い
だ
な
あ
と
思
っ
て

い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
結
果
、
漢
字
を
勉
強
す
る
意

欲
が
高
く
な
り
ま
し
た
が
、
友
だ
ち
に
も
ど
う
し

て
同
じ
よ
う
な
楽
し
み
が
な
か
っ
た
か
を
不
思
議
に

思
っ
て
い
ま
し
た
。
漢
字
を
勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
漢
字
を
勉
強
す
る

と
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
読
み
取
れ
る
か
ら
漢
字
は
面

白
く
て
す
ご
く
役
に
立
つ
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ

ガリーナ・ヴォロビヨワ
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か
ら
も
漢
字
の
勉
強
を
続
け
た
い
な
あ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

単
語
カ
ー
ド
を
作
っ
て
、
勉
強
し
て
い
た
と
き
、

お
ば
さ
ん
が
私
の
カ
ー
ド
を
見
て
、「
あ
の
ー
、
そ

れ
は
お
祈
り
で
す
か
」
と
か
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
ほ
ん
と
う
に
漢
字
の
勉
強
が
好
き
だ
っ
た

ら
、
そ
し
て
漢
字
の
価
値
が
わ
か
っ
て
い
た
ら
、
学

習
者
は
変
に
思
わ
れ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
を
使
っ
て
漢
字
を
習
う
た
め
に
努
力
し
続
け
る

と
思
い
ま
す
。

林　

漢
字
圏
の
国
で
す
の
で
漢
字
を
ま
な
ば
な
く
て

も
い
い
と
い
う
よ
う
な
印
象
で
す
が
、
じ
つ
は
、
日

本
語
の
漢
字
は
私
に
と
っ
て
は
や
っ
ぱ
り
外
国
語
で

す
。
漢
字
に
は
一
つ
の
文
字
の
な
か
に
た
く
さ
ん
の

情
報
が
は
い
っ
て
い
る
の
で
、
見
る
だ
け
で
楽
し
い
。

ま
た
、
楽
し
く
勉
強
で
き
る
も
う
一
つ
の
主
な
理
由

は
、
文
化
に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
ね
。

基
調
講
演
で
加
納
先
生
が
、
漢
字
は
文
化
だ
と
い
わ

れ
ま
し
た
よ
う
に
、
漢
字
の
な
か
に
い
ろ
い
ろ
な
文

化
が
は
い
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
勉
強
す
る
た

び
に
、
日
本
の
文
化
だ
け
で
は
な
く
中
国
の
文
化
も

見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、「
走
」
と
い
う
漢
字
、
な
ぜ
走
る
と

い
う
意
味
に
な
る
の
か
。
現
在
わ
れ
わ
れ
の
使
っ

て
い
る
中
国
語
で
は
、
歩
く
と
い
う
意
味
に
な
り

ま
す
。
同
じ
漢
字
で
す
が
違
う
意
味
で
す
。
昔
の

「
走
」
と
い
う
漢
字
で
し
た
ら
「
は
し
る
」
と
い
う
意

味
で
し
た
が
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
の

で
、
こ
の
漢
字
を
通
し
て
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の

知
っ
て
い
る
も
の
、
接
触
し
て
い
る
も
の
と
、
ま
た

日
本
の
考
え
方
と
昔
の
中
国
の
考
え
方
を
漢
字
を
通

し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
非
常
に
楽
し
い
。
私

に
と
っ
て
は
。

も
う
一
つ
、
日
本
人
は
漢
字
を
勉
強
し
て
、
新
た

に
自
分
の
文
字
も
作
り
だ
し
た
。
和
製
漢
字
と
い
っ

た
も
の
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、「
峠
」
と
い
う
漢
字
。

そ
の
形
か
ら
ま
た
新
し
い
漢
字
が
作
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
を
見
て
、
私
た
ち
が
ど
う
読
ん
だ
ら
い
い

の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
ま
た
日
本
人
の
発
想

が
見
え
る
の
で
、
非
常
に
楽
し
い
と
い
う
こ
と
で
、

楽
し
く
や
っ
て
こ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

ト
リ
ー
ニ　

漢
字
学
習
が
続
け
ら
れ
た
理
由
は
、
私

の
場
合
だ
と
、
ま
ず
試
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ

れ
は
半
分
冗
談
、
半
分
ま
じ
め
で
す
。
大
昔
で
す

が
、
留
学
生
と
し
て
学
位
を
と
る
た
め
に
は
漢
字
は

欠
か
せ
な
い
能
力
で
す
。
そ
れ
も
大
事
な
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
強
い
動
機
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
の
学
生
も
そ
う
じ
ゃ
あ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

漢
字
を
続
け
た
理
由
と
い
う
よ
り
、
ど
う
し
て
日

本
語
を
は
じ
め
た
か
と
い
う
問
題
で
す
よ
ね
。
日

本
語
を
は
じ
め
た
ら
必
ず
漢
字
に
ぶ
つ
か
る
か
ら
、

し
ょ
う
が
な
い
か
ら
習
う
。
そ
れ
と
も
好
き
だ
か
ら

習
う
。
と
に
か
く
習
う
し
か
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
う

し
た
ら
、
ど
う
し
て
日
本
語
を
選
ん
だ
か
と
い
う

と
、
や
っ
ぱ
り
文
化
で
す
ね
。
日
本
文
化
を
も
っ
と

知
り
た
い
。
西
洋
人
の
若
い
男
の
子
と
し
て
は
、
魅

力
的
な
文
化
、
自
分
の
ま
っ
た
く
違
う
文
化
と
思
え

ば
、
や
っ
ぱ
り
日
本
の
文
化
で
す
よ
。
西
洋
人
と
し

て
は
、
日
本
文
化
は
魅
力
的
で
す
。
そ
れ
で
日
本
語

を
は
じ
め
た
ん
で
す
。
日
本
語
は
、
日
本
文
化
を
深

林 立萍
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く
理
解
で
き
る
よ
う
に
一
つ
の
手
段
と
し
て
ま
な
ん

だ
わ
け
で
す
よ
。

あ
と
二
つ
の
理
由
が
あ
る
ん
で
す
。
一
つ
は
、
漢

字
を
覚
え
れ
ば
本
が
読
め
る
。
こ
れ
は
か
な
り
大
き

い
動
機
で
す
よ
。
本
が
読
め
な
い
と
、
実
際
に
日
本

の
文
化
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
翻
訳

ば
っ
か
り
読
ん
で
い
て
は
、
な
か
に
は
い
れ
な
い
。

ほ
ん
と
う
に
な
か
に
は
い
ろ
う
と
す
れ
ば
、
や
っ
ぱ

り
日
本
人
が
書
い
た
い
ろ
い
ろ
な
時
代
の
、
昔
か
ら

い
ま
ま
で
の
自
分
の
文
化
、
自
分
の
社
会
に
つ
い
て

書
い
た
本
を
読
ま
な
い
と
だ
め
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
漢
字
が
不
思
議
な
文
字
で
、
プ
ラ

シ
ャ
ン
ト
さ
ん
も
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
れ

ど
、
そ
の
魅
力
も
あ
り
ま
す
。
ロ
ー
マ
字
育
ち
の
私

と
し
て
は
、
ロ
ー
マ
字
は
非
常
に
理
想
的
で
す
よ
。

す
ご
く
簡
単
で
す
ぐ
習
え
る
ん
で
す
。
と
っ
て
も
合

理
的
で
す
。
特
に
イ
タ
リ
ア
語
は
そ
う
で
す
。
英
語

は
違
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
綴
り
が
お
か
し
い
と
い
う
か

…
…
、
で
す
ね
。
あ
ま
り
合
理
的
じ
ゃ
あ
な
い
け
れ

ど
、
イ
タ
リ
ア
語
は
文
字
を
そ
の
ま
ま
読
め
ば
い
い

わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
は
す
ご
い
で
す
。
だ
け
ど
、
魅

力
が
あ
ん
ま
り
な
い
。
魅
力
と
い
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ

と
ミ
ス
テ
リ
ー
が
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
難
し
く
て
、

奥
が
深
く
て
、
す
ぐ
わ
か
ら
な
い
。
一
生
懸
命
勉
強

し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
魅
力
の
一

つ
で
す
ね
。
そ
の
不
思
議
な
文
字
に
魅
力
を
感
じ
て

習
い
は
じ
め
た
わ
け
で
す
。

文
字
学
習
は
ど
こ
が
楽
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
私
は
山
男
で
す
。
よ
く
山
登
り
す
る
ん
で
す
。

私
は
高
い
山
に
登
り
た
く
な
る
ん
で
す
。
低
い
山
は

ど
う
で
も
よ
く
興
味
は
な
い
。
高
い
山
ほ
ど
登
り
た

い
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
す
よ
。
漢
字
を
習
う
の
は
チ
ャ

レ
ン
ジ
で
す
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
好
き
な
人
は
、
や
っ

ぱ
り
漢
字
を
習
う
の
は
楽
し
い
で
す
。
毎
日
一
つ
ひ

と
つ
習
っ
て
、
高
い
山
を
登
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま

す
。
頂
上
に
た
ど
り
着
く
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
ん

で
す
け
れ
ど
、
諸
橋
さ
ん
の
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は

五
万
字
あ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
習
っ
た
ら
人
間
の
頭

が
狂
っ
ち
ゃ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
。
そ
れ
で
な

く
て
も
、
や
っ
ぱ
り
登
る
と
き
、
だ
ん
だ
ん
上
が
っ

て
い
っ
て
空
気
が
お
い
し
く
な
る
ん
で
す
よ
。
漢
字

も
た
く
さ
ん
習
っ
た
ら
漢
字
の
空
気
が
お
い
し
く
な

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

濱
川　

私
は
日
本
人
で
す
が
暗
記
が
ほ
ん
と
う
に
苦

手
で
、
漢
字
を
覚
え
る
と
か
、
社
会
の
年
号
を
覚
え

る
と
い
っ
た
テ
ス
ト
の
と
き
に
は
、
赤
点
を
と
っ
て

き
ま
し
た
。
な
の
で
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生

方
の
よ
う
な
優
秀
な
学
習
者
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま

す
。
私
は
覚
え
る
テ
ス
ト
に
関
し
て
は
か
な
り
の
努

力
を
積
み
上
げ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
失

敗
を
し
て
き
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
私
だ
か
ら
見
え

る
景
色
と
し
て
は
、
初
級
だ
け
で
つ
ら
そ
う
に
し
て

い
る
学
習
者
の
顔
が
目
に
よ
く
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

私
は
そ
う
い
う
学
習
者
に
、
こ
の
壇
上
の
先
生
方
の

よ
う
な
き
れ
い
な
景
色
を
、
ま
た
は
ワ
ク
ワ
ク
し
た

感
じ
を
ど
う
や
っ
た
ら
見
せ
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
に
知
り
た
い
と
こ
ろ
で

す
。
こ
こ
の
壇
上
で
、
こ
の
短
い
時
間
で
は
伺
い
知

る
こ
と
は
、
ほ
ん
の
少
し
し
か
で
き
な
い
の
か
な
あ

と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
先
生
方
が
話
し
て
く
だ
さ
っ

た
こ
と
を
も
う
少
し
咀
嚼
し
て
、
教
師
の
知
見
と
し

アルド・トリーニ
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て
身
に
つ
け
て
自
分
の
授
業
に
活
か
し
て
い
き
た
い

な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

一
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
方
が
違
う
方
法
を
使
っ

て
こ
こ
ま
で
乗
り
越
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
文
字
体
系
と
い
う

よ
う
な
広
い
視
点
か
ら
見
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

れ
ば
、
一
つ
ひ
と
つ
単
語
帳
を
作
っ
て
、
自
分
な
り

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
方
法
で
学
習
を
継
続
し
て
き
た
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
こ
に
は
大
き
な
差
が
あ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
教
師
と
し
て
は
、
い

ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
選
択

肢
の
幅
を
広
げ
て
、
た
く
さ
ん
い
る
学
習
者
に
提
供

し
て
選
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
ら
、
少
し
幸
せ

な
世
界
が
広
が
る
か
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

共
通
し
て
話
し
て
い
た
こ
と
の
一
つ
は
、
学
習
を

は
じ
め
た
動
機
と
漢
字
学
習
を
継
続
し
て
き
た
理
由

は
、
違
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
私
は
受
け
取
り
ま

し
た
。
漢
字
を
学
ぶ
先
に
な
に
が
あ
る
の
か
、
漢
字

を
学
ん
で
、
そ
の
漢
字
を
ど
う
使
い
た
い
の
か
と
い

う
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
、
学
習
を
続
け
て
き
た
。
あ

き
ら
め
な
い
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
な
あ

と
感
じ
ま
し
た
。
以
上
で
す
。

加
納　

私
は
漢
字
学
習
を
続
け
て
き
た
と
い
う
よ

り
、
漢
字
を
教
え
る
こ
と
を
続
け
て
き
て
、
濱
川
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
に
、
ど
う
や
っ
て
教

え
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
、
ど
う
し
た
ら
苦
し
い
顔

ば
っ
か
り
じ
ゃ
あ
な
く
て
学
習
者
の
楽
し
い
顔
が
見

ら
れ
る
か
を
ず
う
っ
と
考
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
い

ま
、
壇
上
に
い
る
先
生
方
の
お
話
を
伺
っ
て
い
て
、

私
が
見
て
き
た
学
生
た
ち
の
な
か
で
も
理
系
の
分
析

的
な
理
論
派
の
人
た
ち
は
、
や
っ
ぱ
り
、
文
字
の
構

造
と
か
、
ど
の
よ
う
に
文
字
体
系
と
し
て
は
た
ら
い

て
い
る
か
と
い
う
機
能
に
も
の
す
ご
く
興
味
を
も
つ

ら
し
い
と
思
い
当
た
り
ま
し
た
。
な
に
も
私
た
ち
が

い
わ
な
く
て
も
、
自
分
で
興
味
を
も
っ
て
ど
ん
ど
ん

進
め
て
く
れ
る
人
が
多
い
ん
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
先
生
が
、
は
じ
め

て
漢
字
を
見
た
と
き
に
す
ご
く
美
し
い
と
思
っ
た
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
ア
ー
ト
の
感
覚

を
も
っ
て
い
る
学
生
さ
ん
も
わ
り
と
文
字
が
好
き

で
、
日
本
語
は
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
う
ま
く
な
ら

な
い
人
も
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
と
に
か
く
文
字
を

筆
で
書
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
色
を
つ
け
て
絵
に
し
た

り
す
る
の
が
も
の
す
ご
く
好
き
だ
と
い
う
方
も
い
ま

す
。
漢
字
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

こ
と
ば
の
勉
強
に
も
つ
な
が
っ
て
い
け
ば
す
ば
ら
し

い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ご
自
分
の
な
か
に
魅

力
的
な
も
の
と
か
、
不
可
思
議
な
も
の
を
キ
ャ
ッ
チ

す
る
、
ト
リ
ー
ニ
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
心
を
も
っ
て
い
る
方

は
、
教
師
か
ら
見
る
と
す
ご
く
助
か
る
と
い
う
か
、

な
に
も
し
な
く
て
も
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
い
っ
て
く
だ

さ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
で
は
な
い
大
半
の
人
た

ち
は
、
仕
方
が
な
い
か
ら
や
っ
て
い
る
と
か
、
単
位

が
ほ
し
い
か
ら
と
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
卒
業
で
き

な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、
な
に
か
一
つ
言
葉
を
や
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
間
違
っ
て
日
本

語
を
と
っ
ち
ゃ
っ
た
か
も
、
と
い
う
よ
う
な
人
た
ち

も
い
ま
す
。
じ
つ
は
そ
れ
は
間
違
い
と
も
い
え
な
く

て
、
ど
ん
な
言
語
を
と
っ
た
と
し
て
も
困
難
も
あ
る

し
、
面
白
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
日
本

濱川 祐紀代
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す
ご
く
貴
重
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
ト
リ
ー
ニ
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と

で
す
ご
く
大
事
だ
と
思
っ
た
の
は
、
試
験
が
あ
る
か

ら
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
多
く
の
学

習
者
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と
な
ん
で
す
。
先
生

方
が
非
常
に
苦
労
し
て
作
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
教

材
と
か
教
育
法
、
勉
強
の
仕
方
が
ど
ん
な
に
新
し
く

て
啓
蒙
的
で
あ
っ
て
も
、
評
価
の
方
法
が
か
わ
ら
な

い
と
、
実
際
の
と
こ
ろ
学
習
者
は
た
だ
そ
れ
を
聞
い

て
、
あ
あ
す
ご
い
な
あ
と
思
っ
て
も
、
実
際
に
や
る

の
は
丸
暗
記
だ
っ
た
り
、
明
日
テ
ス
ト
だ
か
ら
一
生

懸
命
覚
え
て
、
テ
ス
ト
が
終
わ
っ
た
ら
忘
れ
る
よ
う

に
な
り
が
ち
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
勉
強
の
仕
方
と

か
教
材
の
情
報
も
大
事
で
す
が
、
テ
ス
ト
の
在
り
方

と
か
、
国
際
交
流
基
金
の
テ
ス
ト
も
そ
う
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
新
し
い
教
材
が
で
き
て
い
く
一
方
で
、

や
っ
ぱ
り
テ
ス
ト
の
仕
方
、
評
価
の
仕
方
も
新
し
く

な
っ
て
い
か
な
い
と
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
考
え
方
が

か
わ
っ
て
い
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
も

感
じ
ま
し
た
。 

ち
ょ
っ
と
話
が
逸
れ
て
し
ま
っ
て
す

み
ま
せ
ん
。

高
田　

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を

使
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
も
う
一
つ
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
今
日
は
、「
日
本
語
漢
字
を
ま
な
ぶ
」
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
皆
様
が
考
え
る
理
想
的
な
漢
字
学
習

に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
留
学
し
て
日
本
国
内
で

日
本
語
の
漢
字
を
ま
な
ぶ
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う

し
、
そ
れ
ぞ
れ
自
国
で
漢
字
を
ま
な
ぶ
場
合
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
教
室
の
中
か
教
室
の
外
か
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
場
面
が
あ
り
ま
す
。
理
想
的
な
漢
字
学
習
に

つ
い
て
、
お
一
人
ず
つ
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ

い
。

ト
リ
ー
ニ　

理
想
的
な
漢
字
学
習
と
は
、
私
の
報
告

の
な
か
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
文
字
プ
ラ
ス

語
に
は
こ
ん
な
面
白
さ
も
あ
る
と
か
、
楽
し
さ
も
あ

る
と
か
、
こ
の
よ
う
な
先
輩
た
ち
の
体
験
談
を
聞
く

と
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
も

の
す
ご
く
あ
る
ん
で
す
ね
。

教
え
て
い
る
教
師
が
日
本
人
だ
と
、
自
分
た
ち
は

気
が
つ
く
と
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
ど

う
や
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て

は
聞
か
れ
て
も
わ
か
ら
な
い
。「
と
に
か
く
、
た
く

さ
ん
書
け
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
い
う
よ
う
な

国
語
の
方
式
し
か
知
ら
な
い
先
生
が
多
い
の
で
、
今

日
伺
っ
た
よ
う
な
非
母
語
話
者
の
学
習
者
と
し
て
成

功
し
て
、
い
ま
そ
の
言
語
を
使
っ
て
実
際
に
な
に
か

を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
の
体
験
談
は
も
の
す
ご
く

貴
重
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
教
室
で
教
授
法
、

学
習
法
と
し
て
紹
介
す
る
の
も
い
い
ん
で
す
け
れ

ど
、
ネ
ッ
ト
の
時
代
な
の
で
、
こ
う
い
う
情
報
を
身

近
で
聞
い
た
り
、
読
ん
だ
り
で
き
る
よ
う
な
サ
イ
ト

が
あ
っ
た
ら
い
い
な
あ
と
、
今
の
話
を
聞
い
て
い
て

す
ご
く
思
い
ま
し
た
。
学
習
者
の
な
か
に
も
、
い
ま

の
お
話
が
日
本
語
だ
っ
た
の
で
ち
ょ
っ
と
理
解
で
き

な
い
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
人
で
も
、
母
語
で
そ
う
い
っ

た
話
を
聞
く
と
す
ご
く
共
感
で
き
る
と
こ
ろ
は
あ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
こ
う
い
う
情
報
も
学
習
を
支
援
す
る
た
め
に
は

加納千惠子
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語
彙
と
し
て
の
漢
字
教
育
が
一
番
理
想
的
だ
と
思
い

ま
す
。
漢
字
だ
け
、
文
字
だ
け
と
し
て
漢
字
を
習
う

の
で
は
な
く
て
、
語
彙
と
し
て
も
習
う
こ
と
が
と
て

も
大
事
な
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
、
普
通
、
漢
字
を
外
国
人
に
教
え
る
の

は
だ
い
た
い
日
本
人
の
講
師
で
す
よ
ね
。
イ
タ
リ
ア

人
で
漢
字
を
教
え
る
人
は
あ
ん
ま
り
い
な
い
。
こ
れ

に
私
は
ち
ょ
っ
と
疑
問
を
も
っ
て
い
る
ん
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
あ
る
程
度
、
外
国
人
の
目
で
漢
字

を
理
解
が
で
き
な
い
と
、
教
え
方
が
徹
底
的
に
で
き

な
い
で
す
よ
。
た
と
え
ば
で
す
ね
、
日
本
人
は
漢
字

を
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
教
え
る
ん
で
す
よ
。

私
も
昔
、
イ
タ
リ
ア
語
を
ち
ょ
っ
と
教
え
た
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
な
に
も
勉
強
し
な
い
で
も
、

母
語
話
者
で
す
か
ら
な
に
も
問
題
な
い
、
簡
単
に
で

き
る
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
で
も
、
質
問
さ
れ
て

も
答
え
ら
れ
な
い
、
答
え
が
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。

ど
う
し
て
こ
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
で
す

よ
。
当
た
り
前
と
し
て
の
文
字
を
知
る
の
は
、
な
に

か
物
足
り
な
い
感
じ
が
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
私
た
ち

が
外
国
人
と
し
て
ど
う
や
っ
て
文
字
を
、
漢
字
を
理

解
す
る
か
、
ど
う
や
っ
て
見
る
か
が
と
て
も
重
要
だ

と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
漢
字
を
教
え
る
と
き
、

日
本
人
と
外
国
人
が
一
緒
に
教
え
る
の
が
理
想
的
で

す
。

ヴ
ォ
ロ
ビ
ヨ
ワ　

私
は
今
ま
で
理
想
的
な
漢
字
学
習

を
三
つ
の
立
場
か
ら
考
え
ま
し
た
。
最
初
は
日
本
語

学
習
者
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
日
本
語
教
師
と
し
て
、

そ
の
あ
と
、
漢
字
教
育
の
研
究
者
と
し
て
効
率
的
な

学
習
法
・
指
導
法
を
考
え
ま
し
た
。
そ
の
三
つ
の
視

点
の
間
に
大
き
な
差
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
つ
ま

り
、
学
習
者
は
漢
字
の
学
習
法
に
対
す
る
知
識
が
浅

く
て
、
教
師
の
指
導
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

現
場
の
教
師
も
漢
字
の
指
導
法
を
学
ぶ
可
能
性
が
限

ら
れ
て
、
主
に
丸
暗
記
に
頼
っ
て
漢
字
を
教
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
研
究
者
は
視
野
を
広
げ
る
可

能
性
が
あ
っ
て
、
先
行
研
究
を
基
盤
に
し
て
学
習
法

の
改
善
、
効
率
化
に
対
し
て
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を

生
み
出
し
ま
す
。
効
率
的
な
漢
字
学
習
法
の
な
か
に

連
想
記
憶
法
、
唱
え
こ
と
ば
、
漢
字
の
空
書
、
漢
字

カ
ー
ド
、
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
、
概
念
の
地
図
、
学
習

用
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
バ
ー
バ
ラ
・
バ
ー
ク
先
生

が
五
十
以
上
の
漢
字
学
習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
記
述
し

ま
し
た
。
漢
字
教
育
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
さ
ま
ざ

ま
な
本
や
雑
誌
や
論
文
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
け

れ
ど
も
、
現
場
で
漢
字
を
教
え
て
い
る
教
師
は
そ
の

重
要
な
研
究
に
つ
い
て
あ
ま
り
知
ら
な
い
で
す
。
そ

れ
は
、
そ
の
事
情
を
と
て
も
残
念
に
思
っ
て
、
で
き

る
か
ぎ
り
、
理
想
的
な
漢
字
学
習
を
考
慮
に
入
れ

て
、
漢
字
の
指
導
の
手
引
き
や
教
科
書
を
作
成
す
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

理
想
的
な
漢
字
学
習
と
い
う
の
は
、
ま
ず
楽
し
い

学
習
だ
と
思
い
ま
す
。
漢
字
は
難
し
い
、
怖
い
と
い

う
学
習
者
の
心
理
的
障
壁
を
乗
り
越
え
な
い
と
学
習

者
に
と
っ
て
効
率
的
な
学
習
を
す
る
の
は
難
し
く

な
っ
て
目
標
達
成
感
が
な
い
で
す
。
漢
字
の
楽
し

さ
、
重
要
性
を
説
明
す
る
と
、
学
習
者
は
喜
ん
で
力

を
入
れ
て
学
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
さ
ま

ざ
ま
な
学
習
者
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

タ
イ
プ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
作
成
が
必
要
で
す
。
あ

高田智和
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る
人
は
日
本
に
留
学
し
て
漢
字
学
習
を
し
て
い
ま
す

が
、
あ
る
人
は
自
国
で
趣
味
と
し
て
漢
字
を
勉
強
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
、
ニ
ー
ズ
を
考
慮

に
入
れ
て
教
材
を
作
る
の
が
必
要
で
す
。

　

私
の
考
え
で
は
、
漢
字
学
習
の
大
き
い
問
題
に
な

る
の
は
漢
字
の
長
期
記
憶
で
す
。
丸
暗
記
の
方
法
が

広
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
ほ
か
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
学
習
法
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
を
機
械
的
に
覚

え
る
よ
り
、
漢
字
の
構
成
を
理
解
し
て
効
率
的
な
学

習
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
利
用
し
て
意
図
的
に
覚
え
る
こ

と
が
望
ま
し
い
で
す
。　

理
想
的
な
漢
字
学
習
法
は
、

将
来
開
発
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
貢

献
す
る
た
め
に
現
在
漢
字
学
習
の
改
善
、
効
率
化
を

目
指
し
て
、
私
た
ち
、
日
本
語
教
師
と
日
本
語
研
究

者
が
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。　

パ
ル
デ
シ　

私
は
日
本
語
教
師
を
四
半
世
紀
前
に
短

く
一
年
半
だ
け
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
漢
字
の
理
想

的
な
教
え
方
は
知
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
理
想
的
な

学
習
法
は
三
十
年
や
っ
て
い
ま
す
の
で
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
な
に
か
と
い
う
と
、「
石
の
上
に
も

三
年
」、
努
力
す
る
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、「
桃

栗
三
年
、
柿
八
年
」、
時
間
を
か
け
て
や
る
こ
と
で

す
。
そ
の
心
構
え
が
な
い
と
漢
字
は
学
べ
な
い
。
い

ろ
い
ろ
な
外
国
語
を
学
び
ま
し
た
け
れ
ど
、
挫
折
す

る
人
は
だ
い
た
い
六
か
月
で
挫
折
し
ま
す
。
長
く
続

く
人
は
何
年
で
も
や
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
興
味
の

あ
る
人
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
自
分
で
持
ち
続
け
て

学
習
す
る
の
が
一
番
い
い
か
な
あ
と
、
私
は
さ
ま
ざ

ま
な
言
語
を
学
ん
で
思
い
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
練
習

す
る
こ
と
と
、
ワ
イ
ン
は
長
く
置
い
て
お
け
ば
味
が

で
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
長
い
時
間
か
け
て
や
る
こ

と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ　

周
り
の
声
を
聞
く
と
、
皆
さ
ん

は
漢
字
は
難
し
い
と
か
、
学
習
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
低
い
と
か
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
い
る
ん
で
す
が
、

自
分
の
頭
の
中
で
の
理
想
的
な
学
習
と
理
想
の
授
業

は
、
学
習
者
が
漢
字
の
面
白
さ
と
価
値
を
わ
か
ら
せ

る
、
気
づ
か
せ
る
よ
う
な
学
習
で
す
。
さ
き
ほ
ど
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
学
習
者
の
ニ
ー

ズ
に
あ
わ
な
い
授
業
を
す
る
と
、
学
習
者
の
動
機
が

落
ち
て
し
ま
う
の
で
、
学
習
者
の
ニ
ー
ズ
と
レ
ベ
ル

に
あ
っ
て
い
る
教
育
が
一
番
よ
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
漢
字
の
数
の
話
が
あ
っ
た
の
で
、
た
ぶ

ん
二
千
以
上
の
漢
字
を
す
べ
て
教
室
の
中
で
教
え
る

機
関
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
学
習
者
が
自
立

的
に
漢
字
を
勉
強
で
き
る
力
を
備
え
る
よ
う
な
学
習

も
い
い
と
思
い
ま
す
。

林　

台
湾
は
漢
字
を
使
っ
て
い
ま
す
の
で
、
台
湾
で

日
本
語
を
勉
強
す
る
と
き
に
漢
字
を
教
え
な
い
の
が

普
通
で
す
。
教
え
よ
う
と
し
て
も
時
間
の
無
駄
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
教
室
で
日
本
語
を
教
え
る
時
間

が
あ
ん
ま
り
な
い
の
で
、
理
想
的
な
漢
字
学
習
と

い
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
学
生
さ
ん
の
自
立
学
習
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
自
立
学
習
に
な
る
と
、
一
番
や
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
か
、
考
え
て
ほ
し
い
の
は
、
相
違

点
か
ら
着
目
す
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
効
率

的
に
日
本
語
の
漢
字
を
さ
ら
に
自
由
に
使
え
る
よ
う

に
な
る
。
ま
た
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
文
化
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
も
も
っ
て
く

プラシャント・パルデシ
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
理
想
的
な
漢
字
学
習
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

濱
川　

理
想
的
な
漢
字
学
習
と
問
わ
れ
ま
し
て
も
、

ま
だ
私
、
漢
字
学
習
に
成
功
し
た
と
思
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
コ
メ
ン
ト
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け

れ
ど
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
で
て
い
ま
す
よ
う
に
、
漢
字

学
習
そ
の
も
の
に
は
努
力
は
欠
か
せ
な
い
と
思
い
ま

す
。
努
力
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
漢
字
の

ク
ラ
ス
が
な
い
と
い
う
台
湾
の
例
や
、
初
級
し
か
教

え
な
い
と
い
っ
た
例
は
た
く
さ
ん
聞
き
ま
す
。
な
の

で
、
漢
字
は
一
人
で
や
り
な
さ
い
と
い
う
の
が
一
つ

の
流
れ
で
あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
私
自
身

は
こ
れ
は
教
師
の
役
割
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
放
棄

で
は
な
く
て
、
ど
う
教
え
た
ら
い
い
か
、
な
に
を
教

え
た
ら
い
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
検
討
さ
れ
て
い
な

い
か
ら
、
ま
だ
授
業
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
な
い
と

い
う
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
今
後
の
こ
と
を
考
え
ま
す

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
を
も
っ
た
人
が
日
本
語
を
学

ん
で
い
ま
す
の
で
、
た
と
え
ば
、
数
学
と
い
う
話
も

あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
数
学
を
専
門
と
し
て
い
る

よ
う
な
人
が
ど
ん
な
日
本
語
の
こ
と
ば
が
必
要
な
の

か
と
い
っ
た
研
究
も
必
要
で
し
ょ
う
し
、
介
護
看
護

に
関
係
す
る
人
た
ち
の
た
め
の
語
の
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
、
教
え
方
も
必
要
に
な
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
生
活
者
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
外
国
人
の
方
々

の
た
め
の
こ
と
ば
も
必
要
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
研
究
を
待
ち
た
い
な
あ
と
思
い
ま
す

し
、
も
し
そ
れ
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
積

極
的
に
広
め
て
い
き
た
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

理
想
的
な
漢
字
学
習
を
無
理
矢
理
考
え
て
み
ま
す

と
、
専
門
分
野
が
な
に
か
、
そ
の
漢
字
を
学
ん
で
な

に
が
し
た
い
の
か
、
そ
の
漢
字
の
知
識
を
ど
こ
に
活

か
し
た
い
の
か
と
い
う
視
点
が
大
切
で
、
そ
の
こ
と

を
学
習
者
自
身
に
も
考
え
て
も
ら
う
こ
と
、
そ
し

て
、
教
師
か
ら
も
、
そ
れ
を
問
う
て
い
く
、
質
問

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
大
事
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し

た
。

加
納　

今
日
は
私
自
身
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
学
習
に

成
功
さ
れ
た
方
の
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
と

て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
何
人
も
の
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
学
習
者
も
一
人
一
人
、
な
ん
の

た
め
に
日
本
語
を
勉
強
す
る
の
か
と
い
う
目
的
も
違

い
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
好
き
嫌
い
も
あ
る
の
で
、
ど

ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
好
き
か
、
ど
ん
な
こ
と
は
苦

手
か
と
い
う
の
も
違
う
の
で
、
理
想
的
な
も
の
が
一

つ
、
こ
れ
と
い
う
の
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
で

す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
引
き
出
し
を
教
師
は
用
意

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
濱
川
先
生
の

お
っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が

食
事
を
す
る
と
き
、
好
き
な
も
の
か
ら
先
に
食
べ
る

人
と
、
好
き
な
も
の
は
最
後
に
と
っ
て
お
く
人
が
い

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
と
ば
を
勉
強
す
る
と
き
、

そ
の
学
習
者
の
母
語
と
か
母
文
化
に
よ
っ
て
、
苦
手

だ
と
思
う
と
こ
ろ
を
克
服
す
る
形
で
勉
強
を
進
め
る

チ
ャ
レ
ン
ジ
が
好
き
な
人
と
、
や
っ
ぱ
り
楽
し
い
こ

と
、
面
白
い
こ
と
か
ら
は
い
っ
て
、
徐
々
に
、
最
後

は
な
に
か
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
と
な
る 

道
筋
を
た
ど
る
人
と
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
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し
た
。
特
に
漢
字
の
ど
こ
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
か

が
違
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
だ
け
で
も
、
参
考
に
な
り

ま
す
。
教
え
る
側
も
学
習
者
を
注
意
深
く
見
て
、
そ

れ
か
ら
、
教
え
る
側
に
日
本
人
で
は
な
く
、
学
習

者
と
同
じ
立
場
に
立
つ
先
生
が
ふ
え
れ
ば
、
も
う
少

し
引
き
出
し
の
数
も
ふ
え
る
と
思
い
ま
す
し
、
ア
プ

ロ
ー
チ
も
ふ
え
て
い
く
か
と
思
い
ま
す
。
学
習
者
の

方
は
や
っ
ぱ
り
、
難
し
い
か
ら
こ
そ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

た
い
と
い
う
人
は
そ
の
よ
う
な
意
気
込
み
で
、
石
の

上
に
三
年
座
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

そ
う
で
は
な
く
て
楽
し
い
か
ら
や
っ
て
み
た
い
、
面

白
い
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
と
思
う
人
に
は
、
そ
の

段
階
段
階
に
あ
っ
た
、
な
に
か
楽
し
さ
を
見
せ
て
あ

げ
ら
れ
る
よ
う
な
学
習
方
法
も
必
要
か
な
と
思
い
ま

し
た
。
今
日
は
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

高
田　

講
師
の
先
生
方
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
以
上
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
了
い

た
し
ま
す
。
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今
日
は
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
方
々
が
、
こ
ん
な
に
長
時
間
、
こ
の
演
台
の
部
分
に
目
が
釘
付
け
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
長
い
時

間
、
ほ
ん
と
う
に
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
な
が
ら
見
て
お
り
ま
し
た
。
漢
字
を
含
む
文
字
表
記
を
も
っ
た
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
の
エ
キ

ス
パ
ー
ト
の
方
々
に
各
国
か
ら
き
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
方
法
お
よ
び
そ
の
姿
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
私
た
ち

に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

楽
器
を
学
ぶ
と
か
、
な
ん
の
お
稽
古
ご
と
を
す
る
の
で
も
同
じ
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
礎
練
習
を

経
て
、
や
っ
と
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
ば
で
語
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
も
、
共
通
し

て
皆
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、「
楽
し
い
」
と
い
う
、
す
ご
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
漢
字
が
楽
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
が
心

に
銘
じ
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
基
礎
的
な
積
み
重
ね
の
な
か
で
、
必
要
悪
な
の
で
あ
れ
ば
、
善
に
し

て
し
ま
お
う
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
成
功
者
と
失
敗
者
と
い
う
か
中
途
退
学
者
の
差
に
な
っ
て
で
て
い
く
の
か
な
と
思
い
な
が
ら
聞
い
て
お

り
ま
し
た
。

こ
の
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
多
く
の
方
々
は
、
日
本
の
公
教
育
の
な
か
で
母
語
の
一
部
と
し
て
表
記
を
習
っ
て
成
長
し
た
と
思
う
の

で
す
。
日
本
の
国
語
教
育
は
、
一
貫
し
て
、
い
ま
も
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
手
が
お
ぼ
え
る
、
身
体
が
お
ぼ
え
る
と
い
う
こ

と
で
、
六
年
間
か
け
て
千
字
、
九
年
間
か
け
て
合
計
二
千
字
プ
ラ
ス
を
身
体
に
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
毎
日
、
何
百
字
書
く
の
で

し
ょ
う
か
。
と
き
ど
き
、「
あ
ん
た
は
悪
い
子
だ
か
ら
、
罰
ゲ
ー
ム
と
し
て
漢
字
書
い
て
な
さ
い
」
み
た
い
に
し
て
、
罰
ゲ
ー
ム
と
し
て

教
育
さ
れ
て
育
っ
て
き
た
方
も
い
る
ん
じ
ゃ
あ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
た
ぶ
ん
、
多
く
の
方
々
は
九
年
間
か
け
て
二
千
字
学
ん
だ
わ
け

で
す
け
れ
ど
、
日
本
語
を
外
国
語
と
し
て
学
習
す
る
方
々
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
を
五

倍
の
速
度
に
凝
縮
す
る
く
ら
い
に
ギ
ュ
ッ
と
詰
め
込
ん
で
学
ば
れ
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
成
功
な
さ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

今
日
は
大
変
有
益
な
こ
と
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
し
、
そ
れ
か
ら
こ
の
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
日
本
語
教
育
、
あ
る
い
は
外

国
人
に
対
し
て
日
本
語
を
教
育
す
る
立
場
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
方
々
に
と
っ
て
は
、
多
く
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
の
学
び
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
で
は
な
く
、
漢
字
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
学
習
さ
れ
て
い
る
か
を
学
び
た
か
っ
た
、
ま
た
は
そ
れ
に
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長
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興
味
が
あ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
多
く
の
方
々
に
と
っ
て
も
、
こ
の
場
は
一
つ
の
大
き
な
学
び
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
皆
さ
ん
に
提
供
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
こ
の
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
多
く
の
日
本
人
の
方
々
は
、
さ
き
ほ
ど
ど

な
た
か
が
、
そ
れ
を
当
た
り
前
に
し
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
日
本
人
の
頭
を
作
っ
て
き
て
、
日
本
人
の
頭
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
よ
く
国
際
会
議
や
国
際
的
な
議
論
の
場
で
、
日
本
人
は
な
に
か
包
括
的
に
理
解
し

て
、
漠
然
と
と
い
う
の
は
悪
口
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
な
に
か
ポ
イ
ン
ト
が
西
洋
人
の
よ
う
で
な
い
も
の
の
い
い
方
、
も
の
の
書
き
方
、

発
表
の
仕
方
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
が
字
を
意
味
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
文
化
と
関
係
が
な
い
と

は
い
え
な
い
。
こ
の
文
化
に
魅
力
を
感
じ
て
ト
リ
ー
ニ
先
生
は
山
を
登
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
今
度
は

反
対
に
、
世
界
と
対
峙
す
る
と
き
に
、
こ
れ
で
損
を
し
た
り
、
こ
の
こ
と
を
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
非
漢
字
圏
の
方
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分
っ
て
な
に
、
漢
字
を
も
っ
て
い
る
私
た
ち
っ
て
な
に
、
漢
字
を
も
っ

て
い
る
私
た
ち
っ
て
、
世
界
に
対
し
て
ど
う
発
信
し
て
い
け
ば
い
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
課
題
を
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
い
た
だ
い

た
の
で
は
な
い
か
と
も
捉
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
皆
さ
ん
方
、
お
忙
し
い
な
か
外
国
か
ら
き
て
く
だ
さ
っ
て
発
表
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
濱
川
先
生
、
加
納
先
生
が
と
て
も
よ
く
ま
と
め
て
く
だ
さ
り
、
司
会
が
ち
ゃ
ん
と
司
会
を
し
て
く
だ

さ
っ
た
こ
と
に
も
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
一
言
だ
け
つ
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
日
、
共
催
と
い
う
形
で
名
前
を
だ
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
国
際
交
流
基
金
日

本
語
国
際
セ
ン
タ
ー
は
、
外
国
で
日
本
語
を
教
え
て
い
て
く
だ
さ
る
、
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
先
生
方（
本
日
の
登
壇
者
の
な
か
に
は

私
ど
も
の
研
修
を
経
て
い
ま
ご
活
躍
に
な
ら
れ
て
い
る
方
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
）に
日
本
語
、
日
本
文
化
、
日
本
語
の
教
育
方
法
に
つ
い

て
の
研
修
を
提
供
す
る
機
関
で
あ
り
ま
す
。
一
九
八
九
年
に
で
き
ま
し
た
の
で
今
年
が
二
十
五
周
年
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
一
万
人

以
上
の
先
生
方
を
お
迎
え
し
、
送
り
出
し
て
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
一
番
新
し
い
先
生
方
と
し
て
四
十
人
ほ
ど
が
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
九
月
か
ら
三
月
ま
で
の
半
年
に
わ
た
っ
て

日
本
に
、
ま
た
は
北
浦
和
に
滞
在
し
て
、
日
本
語
、
日
本
文
化
、
日
本
語
の
学
習
方
法
に
つ
い
て
ま
な
ぶ
、
経
験
三
年
以
下
の
若
い
先

生
方
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
先
生
方
に
と
っ
て
、
漢
字
を
自
分
の
学
習
者
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
提
供
し
て
い
く
か
、
ど
う
い
う
ふ
う

に
学
習
し
て
も
ら
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
永
遠
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
私
ど
も
が
今
日
、
共

催
と
い
う
意
味
で
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
非
常
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
国
立
国
語
研
究
所
に
も
そ
の
点
、
深
く
お
礼
を
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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本
日
は
長
時
間
に
わ
た
っ
て
、
熱
心
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
改
め
て
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
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