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四
月
十
一
日
、
岡
西
公
民
館
で

国
際
友
好
団
体
の
代
表
に
よ
る
、
二

回
目
の
意
見
交
換
会
が
行
わ
れ
た
。

日
中
岡
山
支
部
か
ら
竹
内
理
事

長
、
小
林
事
務
局
長
、
日
ベ
ト
か
ら

高
橋
さ
ん
、
平
和
委
員
会
か
ら
大

西
さ
ん
（
コ
リ
ア
ン
協
会
も
兼
ね

て
）
、
中
尾
さ
ん
、
谷
口
さ
ん
の
計
六

人
が
参
加
し
た
。 

各
団
体
の
活
動
や
組
織
の
現
状

を
出
し
合
っ
た
。 

会
員
の
減
少
や
高
齢
化
が
共
通

の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
中

国
の
文
化
大
革
命
期
（
一
九
六
六
年

太
極
拳
を
習
う 

昨
年
１０
月
、
日
中
友
好
新
聞
の

広
告
欄
に
太
極
拳
募
集
の
記
事
を

見
て
，
早
速
電
話
に
よ
り
申
し
込
み

ま
し
た
。 

受
講
中
指
導
員
の
青
木
先
生
が

親
切
に
教
え
て
下
き
い
ま
し
た
、
練

習
の
時
に
諸
先
輩
達
も
熱
心
に
補

導
し
て
下
さ
い
ま
し
た
、
恵
ま
れ
た

環
境
の
中
で
入
門
コ
ー
ス
を
修
了
し

ま
し
た
、
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。 

太
極
拳
は
日
本
古
来
有
る
も
の
で

は
な
く
、
税
関
を
通
さ
ず
中
国
か

ら
“
輸
入
”
し
て
、
日
本
に
根
付
い
た

も
の
で
す
、
こ
の
数
年
、
税
関
を
通

さ
ず
中
国
か
ら
“
輸
入
”
し
て
日
本

に
定
着
し
た
も
の
が
沢
山
あ
り
ま

す
、
例
：
武
術
方
面
で
言
え
ば
太
極

拳
以
外
に
、
八
極
拳
、
少
林
寺
拳

法
、
保
健
方
面
の
気
功
、
足
の
按
摩

等
、
飲
食
方
面
で
は
餃
子
、
焼
き

飯
、
鳥
籠
茶
等
が
あ
り
ま
す
。
例
を

挙
げ
ま
す
と
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど

有
り
ま
す
。
勿
論
、
日
本
か
ら
中
国

へ
関
税
を
払
わ
ず
“
輸
出
”
し
た
も
の

も
沢
山
あ
り
ま
す
。
“
北
国
の
春
”

の
お
蔭
で
す
、
日
中
友
好
事
業
は

今
の
難
関
を
一
日
も
早
く
乗
り
越

え
、
更
に
、
も
っ
と
も
つ
と
発
展
し
、

両
国
民
に
多
大
な
恩
恵
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
心
か
ら
祈
り
ま
す
。 

２
０
１
３
，
４
，
３ 

平
本
顕
三 

 

太
極
拳
大
好
き
！ 

４
月
１０
日
、
表
町
の
「さ
ん
か
く

岡
山
」で
第
８０
期
の
開
講
式
が
あ

り
ま
し
た
。 

ま
ず
は
い
つ
も
通
り
に
、
準
備
運

動
（練
功
十
八
法
）、
弓
歩
・退
歩
、

全
員
（
１４
人
）で
簡
化
２４
式
を
し

ま
し
た
。 

そ
の
後
、
新
し
い
仲
間
を
１
人
迎

え
て
の
開
講
式
。
太
極
拳
・日
中
友

好
協
会
に
つ
い
て
の
説
明
等
と
、
指

導
員
に
よ
る
簡
化
２４
式
の
表
演
が

あ
り
、
簡
化
２４
式
・
８８
式
・対
練

研
究
の
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
練
習
し

ま
し
た
。 

  

先
生
方
の
表
演
を
じ
っ
く
り
見

さ
せ
て
も
ら
え
た
の
が
う
れ
し
か
っ

た
で
す
。
い
つ
も
は
切
れ
切
れ
に
し

か
見
ら
れ
な
い
し
、
横
目
で
見
る
く

ら
い
な
の
で
・・
・・
。
流
れ
る
よ
う
な

動
作
に
う
っ
と
り
と
し
て
見
入
り
ま

し
た
。 

  

私
は
太
極
拳
が
大
好
き
で
す
。 

み
ん
な
で
い
っ
し
ょ
に
套
路
を
す

る
の
が
一
番
好
き
で
す
。 

先
生
か
ら
の
注
意
点
に
気
を
つ

“
昴
”
“
四
季
の
歌
”
は
中
国
人
誰
で

も
歌
え
る
、
寿
司
、
日
本
料
理
店
は

ど
の
都
市
で
も
あ
り
ま
ず
。
カ
ラ
オ

ケ
に
行
っ
た
事
が
な
い
中
国
人
は
少

な
い
で
し
ょ
う
。
右
記
の
よ
う
な
日

中
両
国
民
を
喜
ば
す
出
来
事
が
存

在
す
る
事
実
に
は
両
国
間
に
約
40

年
間
政
冶
、
外
交
、
経
済
等
の
関

係
に
於
い
て
友
好
、
親
善
、
平
穏
的

な
環
境
条
件
が
な
け
れ
ば
在
り
得

な
い
で
し
ょ
う
。 

太
極
拳
入
門
コ
ー
ス
が
終
了
し

ま
し
た
が
、
今
年
の
年
末
ま
で
に
二

十
四
式
の
流
れ
を
完
全
に
覚
え
、

来
年
一
月
か
ら
一
年
間
を
か
け
て

各
動
作
の
微
調
整
す
る
の
が
今
の

と
こ
ろ
の
予
定
で
す
。
再
来
年
に
は

太
極
拳
と
気
功
の
組
み
合
わ
せ
を

し
て
み
よ
う
か
な
あ
と
、
夢
も
あ
り

ま
す
。 

日
本
で
太
極
拳
を
習
え
る
の
は

日
中
両
国
の
諸
先
輩
達
の
献
身
的

努
力
に
よ
っ
て
実
現
し
た
日
中
友
好

～
七
六
年
）
の
一
部
華
僑
学
生
・
暴

力
学
生
に
よ
る
日
中
友
好
協
会
本

部
（
善
隣
学
生
会
館
内
）
に
対
す
る

暴
力
的
襲
撃
及
び
原
水
協
な
ど
民

主
団
体
へ
の
大
国
主
義
的
干
渉
の

実
態
が
語
ら
れ
た
。
朝
鮮
民
主
主

義
人
民
共
和
国
（
北
朝
鮮
）
の
金
日

成
の
「
チ
ュ
チ
ェ
思
想
」
の
押
し
つ
け
へ

と
話
が
進
み
ま
し
た
。
（
若
い
谷
口

さ
ん
に
は
興
味
深
い
話
だ
っ
た
か
ど

う
か
） 

今
日
、
尖
閣
諸
島
・
竹
島
な
ど
の

領
土
問
題
が
国
際
関
係
に
大
き
な

影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に

県
内
の
平
和
・
友
好
団
体
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
独
自
行
動
を
強
化
す
る
と

と
も
に
、
連
携
し
て
学
習
会
や
宣

伝
行
動
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
必

要
で
は
な
い
か
と
話
し
あ
っ
た
。 

最
後
に
、
次
の
諸
点
を
確
認
し
て

終
わ
っ
た
。 

一
、
九
月
十
八
日
（
水
）
に
、
宣
伝

行
動
と
学
習
会
を
開
催
す
る
。 

二
、
会
の
名
称
は
、
「
友
好
運
動
団

体
岡
山
県
連
絡
会
」と
し
て
は
ど
う

か
。
（九
月
一
八
日
に
、
決
め
る
） 

三
、
当
面
は
、
日
中
岡
山
、
日
ベ

ト
、
平
和
委
員
会
、
Ａ
Ａ
Ｌ
Ａ
、
コ
リ

ア
ン
協
会
（
日
朝
協
会
）
の
五
団
体

と
す
る
。 

四
、
次
回
は
、
八
月
一
日
（
木
）の
十

時
に
岡
西
公
民
館
で
開
く
。 

な
お
、
会
の
連
絡
先
は
、
平
和
委
員

会
（担
当
は
谷
口
ん
）と
す
る
。 

国
際
友
好
運
動
団
体
の
意
見
交
換
会 

左から高橋、小林、竹内、中尾、大西、谷口 

太極拳 

け
な
が
ら
、
無
我
夢
中
で
演
じ
た
後

は
、
思
わ
ず
「ほ
ー
っ
」
と
た
め
息
が

出
て
、
身
体
の
中
か
ら
浄
化
さ
れ
た

よ
う
な
、
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り

ま
す
。 

  

そ
し
て
、
気
の
い
い
仲
間
た
ち
の
笑

顔
か
ら
元
気
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。 

ち
ょ
っ
と
遠
く
て
通
う
の
は
大
変

だ
け
ど
、
ま
た
会
い
た
く
な
る
笑
顔

が
い
っ
ぱ
い
な
の
で
す
。 

  

太
極
拳
は
、
奥
が
深
い
、
と
て
も

深
い
と
い
う
こ
と
が
、
や
っ
と
解
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
少
し
ず
つ
で

は
あ
り
ま
す
が
、
奥
に
進
め
る
よ
う

に
頑
張
り
ま
す
。  

 
 

 

押
柄
幸
恵 

 

注
）押
柄
さ
ん
は
、
真
庭
市
か
ら
車

で
通
っ
て
き
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

 

前列の人が、押柄さん（筆者）です。 

平本顕三さん 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

５
月
２
（木
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

憎
悪
を
植
え
付
け
る
こ
と
の
み
に

終
始
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
が
両
国
の
友
好
を
阻
ん
で
い
る
と

思
え
て
な
ら
な
い
。 

最
後
は
四
季
の
歌
で
閉
会
と
な

り
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
も
っ
と
設

け
て
欲
し
い
言
う
意
見
が
相
次
い
で

出
た
の
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。 

難
し
い
。
包
む
の
は
尚
更
難
し
い
。

日
本
人
は
料
理
に
あ
ま
り
手
間
暇

掛
け
な
い
が
、
中
国
で
は
家
族
で
餃

子
を
包
む
こ
と
が
団
欒
の
一
環
に

も
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
精
神
文
化

の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
日
本
の
無

機
質
な
生
活
を
見
直
す
い
い
機
会

だ
っ
た
。 

 

あ
と
、
ち
ら
し
寿
司
を
作
っ
て
持

っ
て
き
て
下
さ
っ
た
方
が
い
て
、
今
日

コ
ー
プ
倉
敷
北
に
て
総
勢
２
５
名
が

参
加
し
た
。 

中
国
出
身
の
方
は
４
名
で
、
我
々
は

今
年
も
水
餃
子
に
挑
戦
し
た
。
餡

は
菜
食
主
義
者
だ
と
言
わ
れ
る
英

国
出
身
の
ベ
ン
さ
ん
夫
婦
の
為
に
韮

だ
け
入
っ
た
餃
子
も
用
意
し
た
。
後

は
海
老
の
入
っ
た
も
の
、
豚
肉
の
入

っ
た
も
の
な
ど
全
部
で
３
種
類
作
っ

た
。 

 

小
麦
粉
を
練
っ
た
も
の
を
小
さ
く

均
等
に
千
切
り
丸
め
、
麺
棒
で
延

ば
す
作
業
が
簡
単
に
見
え
て
結
構

 

途
中
か
ら
で
も
大
丈
夫
で
す
。 

皆
さ
ん
も
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。 

你
好
！ 

真
田
紀
子 

 

 

土
曜
日
、
岡
輝
公
民
館
で
の
初
級

（
入
門
）
ク
ラ
ス
で
す
。
今
回
は
、
授

業
が
終
了
し
て
か
ら
思
い
出
し
、
皆

さ
ん
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

の
で
集
合
写
真
に
な
り
ま
し
た
。 

 

受
講
生
６
人
が
そ
ろ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
郭
始
光
老
師
と
陳
夏
さ
ん

が
前
に
座
っ
て
い
ま
す
。
写
真
を
撮

っ
た
の
は
私
で
す
の
で
、
こ
こ
に
は
も

ち
ろ
ん
写
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

新
し
い
教
科
書
も
そ
ろ
い
、
発
音

か
ら
し
っ
か
り
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
ご
夫
婦
で
繰
り
返
し

発
音
を
し
て
く
だ
さ
る
の
で
、
目
の

前
で
口
の
形
や
音
の
出
し
方
が
確

認
で
き
ま
す
。 

関
釜
フ
ェ
リ
ー
で
韓
国
へ 

 

４
月
７
日
に
仲
間
７
人
で
釜
山
、
慶

州
へ
花
見
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
フ
ェ
リ

ー
は
大
き
な
船
で
す
が
外
海
に
出
る

と
ゆ
れ
ま
す
。
船
酔
い
す
る
前
に
酒
に

酔
う
と
快
適
で
す
。
カ
ル
ビ
タ
ン
、
石

焼
ビ
ビ
ン
バ
海
鮮
鍋
と
料
理
は
お
い
し

い
が
、
甘
っ
た
る
い
韓
国
シ
ョ
ウ
チ
ュ
ウ

は
マ
ズ
イ
で
す
。
釜
山
の
ま
ち
は
韓
国

第
２
の
人
口
の
都
市
で
活
気
の
あ
る
港

町
で
す
。
韓
国
の
平
均
所
得
は
２
，
２

０
０
ド
ル
で
日
本
が
３
，
０
０
０
ド
ル
だ

そ
う
で
す
。
１
９
９
７
年
を
ピ
ー
ク
に

所
得
が
減
り
続
け
る
日
本
は
そ
の
う

ち
に
抜
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
慶
州
の
世

界
遺
産
仏
国
寺
で
は
建
物
の
基
礎
部

分
が
焼
け
こ
げ
て
い
て
、
こ
れ
は
豊
臣

秀
吉
が
朝
鮮
か
ら
引
き
あ
げ
る
時
、

す
べ
て
の
寺
を
焼
き
払
っ
た
後
だ
そ
う

で
す
。
加
藤
清
正
は
不
老
長
寿
と
い
わ

れ
る
虎
の
肉
を
秀
吉
に
献
上
す
る
た

め
、
韓
国
虎
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
す
。
慶
州
市
内
に
は
桜
が
２０
万
本

あ
る
そ
う
で
す
が
、
植
民
地
時
代
に

日
本
が
桜
を
植
え
る
こ
と
を
強
制
し

た
の
で
は
な
い
か
と
、
現
地
の
ガ
イ
ド

さ
ん
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
「
そ
う
で
は

な
い
韓
国
が
自
分
で
植
え
た
も
の
だ
」

と
聞
き
ホ
ッ
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
ガ

イ
ド
さ
ん
の
中
に
は
中
国
で
も
韓
国
で

も
日
本
の
し
た
こ
と
を
あ
ま
り
は
っ
き

り
言
わ
な
い
人
も
い
る
中
で
、
こ
の
ガ

イ
ド
さ
ん
は
立
派
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

河
井
伸
士 

ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？ 45  

竹内和夫 

 

ニホン語はどんな字で？ 

 

C：となりの朝鮮ではハングル（大いなる文字）と呼ばれる表音文

字が発明された。 

１４４３年に朝鮮王朝第４代の世宗（セジョン）が発明したもの

で、『訓民正音』という本を書いた。それまでは漢字しかなかっ

た。 

 ベトナムも漢字からローマ字に文字を変えてしまった。越南

→Vietnam、日本→Nhatban、阮（一番多い姓）→Nguyen、 

 漢字ににせた西夏文字、女真文字、契丹文字、字喃（ベトナ

ムのチュウノム）などは、みな亡びた。  

A：現代中国の簡体字も大きく漢字の姿をかえた。 

例： 华（華）、边（邊）、业（業）、从（従）、达（達）、云（雲）、几

（幾）、认（認）･････簡体字の採用は国民の読み書き能力を大

きく前進させている。数が多いのが難点である。なぜ多い？ 

B：『世界の統計２０１２』（総務省統計局）を見ると、中国の識字率

は９４.０％、ブータンは５２.８％、ベトナムは９２.８％、メキシコは

９３.４％、もっとも低いのはエチオピア２９.８％･････残念ながら

日本、アメリカなどは統計がない。調査していないから。 

ちなみにアメリカ人の１０％は文盲であると、教育長官（文部

大臣）を嘆かせている。               つづく 

は
「
お
お
ご
っ
つ
ぉ
う
（
大
御
馳
走
）

じ
ゃ
あ
な
あ
。
」
と
皆
、
異
口
同
音

に
感
嘆
の
溜
息
を
漏
ら
し
た
。 

中
国
語
あ
れ
こ
れ 

② 
 

 

 

平
和
と
暮
ら
し
展
２
０
１
３
に
参
加
し
て 

 
 

 
 

第
一
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中
国
人
留
学
生
と
餃
子
を
作
ろ
う 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

谷
川
浩
文 

お
な
か
も
膨
れ
た
と
こ
ろ
で
留
学

生
達
と
一
緒
に
花
粉
症
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
や
原
因
物
質
・
誘
発
原
因
な
ど
を

紙
芝
居
で
観
た
。
説
明
が
と
て
も
分

か
り
易
く
、
「
气
管
炎
」
と
「
妻
管

严
」
の
発
音
が
ど
ち
ら
も
似
て
い
る

こ
と
か
ら
恐
妻
家
の
夫
に
ジ
ョ
ー
ク

と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
ら
し
い
。
皆

の
笑
い
を
大
い
に
誘
っ
た
。
そ
れ
か
ら

何
人
か
の
方
が
開
拓
団
時
代
の
話

を
さ
れ
て
い
て
、
暴
徒
に
襲
わ
れ
な

い
よ
う
に
中
国
の
方
達
が
開
拓
団
の

方
た
ち
を
護
衛
し
て
く
れ
た
そ
う

だ
。
こ
の
よ
う
な
出
来
事
は
あ
ま
り

耳
に
す
る
こ
と
が
な
い
気
が
す
る
。  

日
本
の
女
川
で
も
中
国
人
実
習

生
を
工
場
の
専
務
さ
ん
が
命
を
賭

し
て
ま
で
全
員
を
高
台
ま
で
避
難
さ

せ
た
後
、
殉
職
し
た
美
談
も
然
り
。

日
本
と
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
の
双
方
は

悪
い
こ
と
ば
か
り
伝
え
、
お
互
い
に

第
二
部 

皆
で
歌
っ
て
語
ろ
う 


