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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
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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
。


