
◎
論

説

日
本
語
と
中
国
語

経
済
活
動
の
接
触
場
面
か
ら
日
本
語
教
育
を
考
え
る

台
湾
の
日
系
企
業

の
調
査
よ
り

工

藤

節

子

は
じ
め
に

ム
　
　

日
本

語
学
習
者

の
数
は
国
内
外
合
わ
せ
て
約

二
一二
五
万
い
る
と
言

わ
れ

る

が
、
台
湾

は
米
国

に
次

い
で
五
番
目

に
学
習
者
人

口
が

ム
　
　

多
く
、
日
本
語
教
育
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
語
と
の
接
触

は

一
八
八
五
年
か
ら

一
九
四
五
年
ま
で
植
民
地
統
治
を
受
け
日
本
語

を
国
語

と
し
て
強
制
さ
れ
た
時
代
に
さ
か
の
ぼ

る
。
戦
後
は
日
本
語

が
禁
止
さ
れ
る
も
の
の
、
経
済
活
動
が
活
発
に
な
る
に

つ
れ
て
六
〇

ムヨ
　

年
代
以
降
徐
々
に
解
禁
さ
れ
、
八
〇
年
代
の
後
半
か
ら
は
戒
厳
令
の

ハ
　
　

解
除
に
伴

い
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
な
だ
れ
込
む
よ
う
に
入

っ
て
く

る
。
学
習
環
境

の
広
が
り
と
手
段
を
調
査
し
た
国
立
国
語
研
究
所
の

ム
う
　

調
査
に

よ
れ
ぼ
、
こ
う
し
た
歴
史
的
、
社
会
文
化
的
背
景
を
反
映
し

て
、
台
湾

で
は
日
本
語
を
話
す
祖
父
母
や
仕
事

で
日
本
語
を
使
う

親
、
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
、
ド
ラ
マ
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
日
本
語
学

習
を
始
め
る
学
習
者
が
多
く
、
教
室
は
も
と

よ
り
教
室
の
外
で
も

コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ソ
ー
ス
を
通
じ
て
日
本
、
日
本
語

と
の
接
触
を
広
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
多
様
な
リ
ソ
ー
ス
利
用
を
可
能

に
し
た
の
が
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
の
普
及
で
あ
り
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
に
象
徴
さ
れ
る
国
境
を
越

　ら
　

え
た
人
や
モ
ノ
の
移
動
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な

い
。
と
り
わ

ム
　
　

け
台
湾
を
訪
れ
る
外
国
人
の
中
で
日
本
人
は
最
も
多
く
、
二
〇
〇
五

年

二

月
に
は
台
湾
を
訪
れ
る
外
国
人
の
う
ち
日
本
人
だ
け
で

一
〇

ム
　
　

ム　
　

○
万
人
を
突
破
し
た
。
日
台
の
経
済
活
動
も
密
接

で
あ
り
、
現
在
完

ムい
　

成
を
間
近
に
控
え
た
台
湾
高
速
鉄
道
を
は
じ
め
、
半
導
体
、
電
子
機

器
、
輸
送
機
器
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
ビ
ジ
ネ
ス
の
や
り
と
り
や
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提
携
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
目
覚
し
い
経
済
発
展
を
遂
げ

る
中

国
を
に
ら
み
、
中
国
と
日
本
を
結
ぶ
中
継
地
点
と
し
て
の
位
置
づ
け

も
注
目

さ
れ
る
。
現
在
大
学

で
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
学
生

た
ち

は
、
今
後
こ
う
し
た
経
済
活
動

に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
加
わ

っ
て
い
く

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
、
社
会
文
化
的
な
背
景
を
も

つ
台
湾
で
、
経
済

活
動
に
加
わ

っ
て
い
く
学
生
た
ち
の
日
本
語
教
育
に
は
何
が
求
め
ら

れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
台
湾
に
お

い
て
は
、
林

[
二
〇
〇

三
]
、

林

.
陳

[
二
〇
〇
五
]
、
察

[
二
〇
〇
四
]
が
、
J
S
P

(Jap
an
ese

fo
r
S
p
e
cific
P
u
rp
ose)

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
開
発
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
日

本
語
の

コ
ー
ス
デ
ザ
イ

ン
に

つ
い
て
論
じ
、
武
藤

・
戸
辺

[
二
〇
〇

四
]
が

日
台

の
ビ
ジ
ネ

ス
場
面
に
お
け
る
日
本
語
使
用

の
調
査
を

行

っ
て
い
る
が
、
国
境

を
越
え
た
経
済
活
動
に
は
言
語
能
力
だ
け
で

は
な
く
、
異
文
化
を
理
解
し
行
動
で
き
る
能
力
も
求
め
ら
れ
る
は
ず

で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
場
面

で
ど

の
よ
う
な
能
力
が
求
め
ら
れ
る
か

を
具
体
的
に
知
る
必
要

が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
大
学
生
た
ち
の

将
来

の
職
場
の

一
つ
と
な
る
経
済
活
動

の
場
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ

で
展
開
さ
れ
る
接
触
場
面

で
発
生
し
て
い
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

問
題
お
よ
び
共
生
に
向

け
た
意
識

の
調
査
か
ら
、
学
生
た
ち
に
求
め

ら
れ
る
能
力

の
具
体
像

を
探
る
。

日
本
語
学
習
者
に
求
め
ら
れ
る
能
力

e

コ
ミ

ュ
一
一ケ
ー

シ
ョ
ン
行
動
を
支

え
る
三

つ
の
能
力

日
本
語
教
育
の
目
標
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

ネ
ウ
ス
ト
プ

ニ
ー

口

九
九
五
]
は
国
際
友
情

の
た
め
に
な
る
べ
き

だ
と
言
う
。
日
本
語
は

日
本
と
外
国
の
相
互
理
解
、
日
本
語

の
教
育

は
経
済
関
係

の
み
な
ら

ず
政
治
、
社
会
、
文
化

の
相
互
行
動
を
生
み
出
す
道
具
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
能
力
と
し
て
、
①
発
音
、
語
彙
、
文
法

な
ど
文
を
理
解
し
生
成
で
き
る
言
語
能
力
、
②
言
語
を
適
切
に
使
え

る
社
会
言
語
能
力
、
③
接
触
場
面

を
含
め
、
そ

の
国

の
社
会
、
文

ムけ
　

化
、
経
済
を
理
解
し
行
動
で
き
る
イ

ン
タ
ー

ア
ク
シ
ョ
ン
能
力
が
必

要
だ
と
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ

ョ
ン
能
力

の
前
提
と
な
る
社

会
文
化
理
解
と
は

「世
界
で
の
日
本
人

の
行
動
、
国
と
し

て
の
動

向
、
日
本
人
が
種

々
の
社
会
や
文
化
の
問
題

に
つ
い
て
ど
う
考
え
て

ムに
　

い
る
か
と
い
う
知
識
を
知
る
こ
と
」
で
あ
り
、
や
や
も
す
れ
ば
対
象

国
の
文
化
を

一
枚
岩
で
捉
え
る
ス
テ
レ
イ
タ
イ
プ
化
し
た
見
方
に

つ

な
が
り
や
す
い
が
、
こ
の
内
容
は
動
的
、
多

元
的
、
重
層
的
な
も
の

ム
の
　

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
学
習
者
に
と

っ
て
は
自
分

の
目
指
す

べ
き

専
門
分
野
に
必
要
な
社
会
文
化

の
理
解
と
行

動
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。
で
は
接
触
場
面
と
は
何
か
。
接
触
場
面

と
は
、
日
本
語
を
外
国

語
と
し
て
使

っ
て
い
る
外
国
人
話
者
と
日
本

語
母
語
話
者

の
間

の
コ
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ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面

で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
場
面
で
、
外
国
人

の
話
し
手

が
実
際

に
日
本
語
を
ど
う
使

っ
て
い
る
か
、
そ
の
時
ど
の

よ
う
な
社
会
文
化

の
規
範
を
用

い
て
い
る
の
か
、
ど

の
よ
う
な

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
問
題
が
起
き
て
い
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
問
題

か
ら
ど
う
脱
出
す
る
か
を
学
習
者
に
教
え
る
必
要
が
あ
る
と
言

っ
て

い
る
。

で
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
も

の
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

ロ

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
問
題
と
は

次
に
、
石
井

口

九
八
七
]

の
対
人

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ

ル
か
ら

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
の
構
造
を
具
体
的
に
考
え
て
み

た
い
。
図
1
に
示
す
よ
う
に
、
仮
に
異
な
る
言
語
話
者
A
と
B
が
話

を
す
る
場
合
は
、
ま
ず
双
方
が
わ
か
る
言
語
を
選
択
す
る
が
、
仮
に

A
が
B
の
わ
か
る
言
語
で
話
す
場
合
、
A
は
自
分

に
と

っ
て
外
国
語

で
あ
る
言
語
に
変
換
し
て

(記
号
化
)
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
過
程
で
は
ネ
ウ
ス
ト
プ

ニ
ー
が
言
語
能
力
を
分
け
て
論
じ
て
い

る
よ
う
に
、
ま
ず
音
声
、
語
彙
、
文
法
と
い
っ
た
言
語
能
力
が
な

い

と
意
思
が
伝
わ
ら
な

い
が

(言
語
能
力
)
、
文
法
的
に
全
く
問
題
な

い
文
を
産
出
し
て
も
、
社
会
言
語
能
力
が
十
分
な
け
れ
ば

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
展
開

の
し
か
た
の
違

い
に
気
付
か
ず
、
意
図
し
た
行

為
が
達
成
さ
れ
な

い
場
合
も
出
て
く
る
。

例
え
ば
A
が

「謝

っ
て
い
る
」

つ
も
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送

っ
て

も
、
B
に
は

「言

い
訳
」
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
例

で
あ
る
。
ま

た
、
こ
う
し
て
入

っ
て
き
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
、
B
が
言
語
的
に
理
解

し

(記
号
解
釈
)
そ
の
意
味
を
理
解
し
た

(解
釈
)
後
に
、
反
応
を

な
ん
ら
か
の
形
で
相
手
に
伝
え
る
こ
と
に
な

る
が
、
例
え
ば
、
A
が

「方
針
を
全
体
に
徹
底
す
る
た
め
に
は
ブ

レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
か

図1対 人 コ ミュニ ケー シ ョンモデ ル

注:*言 語(音 声 、視 覚 的)、 非 言 語(絵 、 表 情 、 ジ ェス チ ャー)

な ど多様 な伝 達 手 段 が あ る。

出所:石 井[1987:69]。
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ら
始
め

て
会
議
を
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
考
え
、
暗
黙
の
う
ち
に
B

に
も
同

じ
行
動
を
要
求
し
よ
う
と
し
て
も
、
B
が
そ
れ
を

「効
率
が

悪

い
」

と
解
釈
し
て
い
れ
ば
、
否
定
的
な
反
応
が
送
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
、

A
が
望
む
解
釈
を
B
に
期
待
す
る
場
合
は
、
A
の
行
動
理
解

の
鍵
に
な
る
労
働
慣
習
や
労
働
観
に
つ
い
て
B
が
知
る
こ
と
、

つ
ま

り
B
に
よ
る
A
の
社
会
文
化
理
解
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
。
ま
た
、

A
の
側

も
B
の
も
つ
社
会
文
化
規
範
を
あ
ら
か
じ
め
知
り
、
相
手
の

理
解
が
得

ら
れ
る
よ
う
な
行
動
を
と

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ

う

し
た
労
働
慣
習
や
価
値
観

の
違

い
か
ら
生
ま
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
日
系
企
業
に
お
け
る
社
員
の

対
人
葛
藤
を
調
べ
た
大
渕

[
一
九
九
三
]
に
見
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ

の
日
系
企
業

の
多
く
は
、
構
造
や
運
営
の
面
で
ア
メ
リ
カ
の
企
業
シ

ス
テ
ム
を
と

っ
て
い
る
が
、
組
織

の
長
で
あ
る
日
本
人
の
運
営
の
仕

方
に
は
暗
黙

の
う
ち
に
培
わ
れ
た
日
本
的
要
素
が
混
じ
る
こ
と
が
多

く
、
解

釈

の
蛆
酷
が
生
じ
や
す
い
と
言
う
。
例

え
ば
責
任

に
つ
い

て
、
日
本
人
は

「同
僚
の
こ
と
を
考
え
な
い
で
時
間
に
な
る
と
さ

っ

さ
と
帰

っ
た
り
休
ん
だ
り
す
る
」
行
為
を
無
責
任
と
解
釈
す
る
が
、

ア
メ
リ

カ
の
場
合
は
、
階
層

の
各

レ
ベ
ル
で
個
人
的
な
責
任
を
重
視

す
る
た

め
、
日
本
的
な
社
会
的
責
任
を
期
待
す
る
日
本
人
駐
在
員
に

葛
藤
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
以
外
に
も
部
下

へ
の
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
と
な
る
叱
責
行
為

の
解
釈
の
違
い
も
あ
る
。
日
本

の
企
業
で

一
般
に
部
下
を
叱
る
の
は
発
憤
を
期
待
し
、
見
所
の
あ
る
人
間
だ
か

ム
　
　

ら
こ
そ
叱
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
罰
で
は
な
く
賞
賛

に
近
い
が
、
ア

メ
リ
カ
で
は
叱
る
こ
と
が
相
手
を
傷

つ
け
意
欲
を
失
わ
せ
る
結
果
に

な
る
こ
と
が
多

い
と

い
う
。
そ
の
た
め
上
司

が
積
極
的
に
ほ
め
る
必

要
が
出
て
く
る
が
、
日
本
で
こ
う
し
た
行
為
を
上
司
が
と

っ
た
ら
、

部
下
は

「な
に
か
悪

い
こ
と
の
前
兆
で
は
な

い
か
」
と
不
安
に
な
る

ム
ほ
　

と
い
う
。

上
記
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
こ
の
他

に
ノ
イ
ズ

(n
oise)
と

い
う
概
念
が
存
在

す

る
。

ノ
イ
ズ
は
、
物

理
的
、
生
理
的

に
よ
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
釈
、
伝
達
に
影
響
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
が
心
理
的
な
雑
音
も
含
む
。
例
え
ば
特
定

の
外
国

人
の
行
為
を
偏
見
や
贔
屓
目
で
見
た
り
す
る
環
境
や
、
同
化
を
強
制

す
る
よ
う
な
力
関
係
の
あ
る
環
境
で
は
、
そ
れ
ら
の
視
点
が
話
者
や

聴
者

の
解
釈
に
影
響
を
与
え

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
問
題

の
元
に
な

る
こ
と
も
あ
る
。
日
本
国
内

の
会
社
に
勤
務

す
る
上
級
日
本
語
話
者

と
日
本
人
会
社
員
の
日
本
語
に
よ
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
を

調
査
し
た
清

=

九
九
五
]
に
よ
れ
ば
、
言
語
能
力
に
お
い
て
は
、

敬
語
な
ど
待
遇
表
現
、
碗
曲
表
現
、
ビ
ジ
ネ

ス
文
書
な
ど
談
話
に
関

す
る
社
会
言
語
能
力
に
関
係
す
る
要
素
以
外

に
、
外
国
人
社
員
に
対

す
る
偏
見
、
日
本
人
の
行
動
様
式
に
つ
い
て

の
解
釈
の
難
し
さ
が
コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
む
要
素
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
近
藤

[
一
九
九
八
]
は
日
本
に
滞
在

す
る
外
国
人
ビ
ジ
ネ
ス

関
係
者
が
、
不
当
な
待
遇
、
仕
事
の
非
効
率
、
仕
事
に
ま

つ
わ
る
慣

習
の
相
違
、
文
化
慣
習
の
相
違
な
ど
に
問
題
を
感

じ
る
こ
と
が
多
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く
、
特

に
外
資
系
よ
り
日
本
企
業
で
働
く
外
国
人
ビ
ジ
ネ

ス
関
係
者

に
不
当

な
待
遇
、
異
文
化

の
問
題
を
抱
え
る
人
が
多
い
こ
と
を
明
ら

か
に
し

て
い
る
。

こ
れ
は
日
本

に
お
い
て
は
外
資
系
よ
り
日
本
企
業

の
ほ
う
が
体
制
、
方
針
、
規
範

に
お
い
て
暗
黙

の
同
化
を
求
め
る
こ

と
が
多

い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
香
港

の
多
言
語
職
場
に
お

け
る
上
級
日
本
語
話
者

の
イ

ン
タ
ー
ア
ク
シ

ョ
ン
を
分
析
し
た
宮
副

[
二
〇
〇

二
]
は
、
敬
語
、
待
遇
表
現
、

レ
ジ

ス
タ
ー
、
談
話
な
ど

社
会
言
語
能
力

の
不
足
、
ま
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
慣
習
の
差
異
、

ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
問
題
を
挙
げ
て
い
る
。
で
は
、
台
湾

に
お
け

る
経
済
活
動

の
接
触
場
面

で
は
ど
の
よ
う
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

問
題
が
生
じ
て
い
る
の
か
、
関
係
者
は
そ
の
解
決
を
ど

の
よ
う
に
考

え
る
の
だ
ろ
う
か
。

二

調

査

e

調
査
概
要

ハお
　

調
査

は
、
二
〇
〇
四
年
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
台
湾

に
あ
る
日

バロ
　

系
企
業

お
よ
び
日
本
と
取
引

の
あ

る
企
業

の
社
員
を
対
象

に
ア
ン

ム
　
　

ケ
ー
ト
を
配
り
、
日
本
人
七
二
名
、
台
湾
人
九
七
名
か
ら
有
効
回
答

を
得
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
大
き
く
ω
日
本
語
使
用
場
面
お
よ
び

日
本
語
能
力
の
自
己
評
価
、
②

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
誤

解
、
疑
問
、
違
和
感
を
感
じ
る
点
、
⑧

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お

ム
　
　

い
て
問
題
だ
と
思
う
点
を
自
由
記
述
形
式

で
聞
い
た
。
ま
た
、
紛
仕

ム
ね
　

事
相
手
や
仕
事

の
仕
方
に
関
し
て
の
見
方
に

つ
い
て
四
三
の
項
目
を

設
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
①
賛
成
、
②
や
や
賛
成
、
③
ど
ち
ら
と
も

言
え
な

い
、
④
や
や
反
対
、
⑤
反
対

の
五
段
階
評
価

で
聞

い
た
。
次

に
、
⑤

日
本
人

(台
湾
人
)
相

手
、
あ
る

い
は

一
緒

に
仕
事
を
し

て
、
も
の
の
見
方
、
仕
事

の
し
か
た
が
変
化
し
た
と
思
う
点
、
⑥
ビ

ジ
ネ
ス
提
携
に
必
要
だ
と
思
う
こ
と
を
記
述
形
式

で
書

い
て
も
ら

っ

た
。
㈲
、
⑥

の
項
目
を
設
定
し
た
の
は
、
言
語
や
文
化
の
異
な
る
相

手
と
の
仕
事
経
験
を
通
じ
て
相
手
に
対
す
る
見
方
や
意
識
に
変
化
が

あ

っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
共
生
に
向
け
て
何

が
必
要
と
考
え
る
か
を

知
る
た
め
で
あ
り
、

こ
う
し
た
見
解
を
知
る

こ
と
が
ビ
ジ
ネ
ス
関
係

者

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
を
よ
り
広
く
捉
え
る
こ
と
に
つ

な
が
る
と
判
断
し
た
。

口

回
答
者

回
答
者

の
所
属
会
社

の
業
種
は
、
建
設
が

四
八
%
、
電
気
・電
子

が

一
二
%
、
貿
易
が
六
%
、
鉄
鋼
、
自
動
車

が
そ
れ
ぞ
れ
四
%
、
金

属
、
機
械
が
そ
れ
ぞ
れ
三
%
、
放
送

二
%
、
精
密
機
器
、
石
油
化

学
、
出
版
が
そ
れ
ぞ
れ

一
%
、
そ

の
他
が

一
五
%
で
あ

っ
た
。
資
本

は
台
湾
資
本

一
八
%
、
日
本
資
本
六
八
%
、
合
弁

一
二
%
、
そ
の
他

が
二
%
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
人
従
業
員

の
数
は
図
2
の
通
り
で

あ
る
。
最
も
多

い
の
が
五
〇
～
九
九
人
で
二
九
%
、
そ
の
次
が

一
～

五
人
の
二
四
%
、
次

い
で
二
〇
～
四
九
人
で
二
〇
%
の
順
に
な

っ
て
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い
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者

の
年
齢
は
図
3
の
通
り
で
、
日
本
人
が
、
三

〇
代
、

四
〇
代
、
五
〇
代

の
順
に
多

い
の
に
対
し
て
、
台
湾
は
三
〇

代
、
二
〇
代
、
四
〇
代

の
順
に
多
い
。
ま
た
男
女

の
比
率

で
は
日
本

が
男
七
〇
に
対
し
て
女

二
と
圧
倒
的
に
男
性
が
多

い
。
図
4
の
職
務

内
容
を
見
る
と
日
本

は
本
社
か
ら
の
派
遣
に
よ
る
経
営
、
管
理
が
最

も
多
く
、
営
業

・
業
務
が
そ
れ
に
続
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
台
湾
は

回答者の職務図4

 

男
五
二
、
女
四
七

で
あ
り
、
職
務
内
容
で
は
、
事
務

・
経
理
が
多

い

な
ど
、
日
本
と
台
湾

の
回
答
者
は
年
齢
、
性
別
、
職
務
内
容

の
点
で

大
き
く
傾
向
が
異
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
以
外

に
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
、
回
答
者

の
日
本
、
台
湾
と
の
接
触
の
長

さ
と
し
て
滞
在
期
間
を

聞

い
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
台
湾
滞
在

は

一
年
未
満
が

一
八
%
、

一
～
三
年
が
四

一
%
、
三
～
五
年

が

一
八
%
、
五
～

一
〇

年
が

一
六
%
、

一
〇
年
以
上
が
七
%
で
、
三
年
以
内
が
最
も
多
か

っ
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た
。

一
方
、
台
湾
人
の
日
本
滞
在
期
間
は
、
ゼ
ロ
が
過
半
数
を
占
め

る
五
三
%
で
、
一
年
未
満
が
二
二
%
、
一
～
三
年
が

=
二
%
、
三
～
五

年
が
三
%
、
五
～

一
〇
年
が
五
%
、
一
〇
年
以
上
が
四
%
で
あ
っ
た
。

(一)

日
本
語
使
用
の
環
境
と
困
難
点

ムれ
　

(台
湾
人

の
回
答

の
ま
と
め
)

日
本
語
使
用
の
場
に
関
し
て
、
台
湾
人
回
答
者
九
七
人
中
、
約
半

数
が
同
僚
と
の
会
話
、
次

い
で
打
ち
合
わ
せ
を
挙
げ
た
。
さ
ら
に
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
自
分
の
外
国
語
能
力
を
四

つ
の
レ
ベ
ル
で
自
己
申
告

し
て
も
ら

っ
た
が
、
台
湾
人
は
自
分
の
日
本
語
能
力
に
つ
い
て
、
全

く
話
せ
な
い
が
三
二
%
、
サ
バ
イ
バ
ル
程
度
が
二
二
%
、複
雑
な
状
況

に
も
対
応

で
き
る
が
二
八
%
、
ほ
ぼ
全

て
に
対
応
で
き
る
が

一
八
%

で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
人

の
中
国
語
レ
ベ
ル
自
己
申
告

で
は
、
全
く
話
せ
な

い
が
二
六
%
、
サ
バ
イ
バ
ル
程
度
が
四
七
%
、

複
雑
な
状
況
に
も
対
応

で
き
る
が
二
三
%
、
ほ
ぼ
全
て
に
対
応
で
き

る
が
四
%
で
あ
り
、
日
本
人
の
中
国
語
力
に
比
べ
て
相
対
的
に
台
湾

人
の
日
本
語
力
が
高

い
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
ま
た
、

ア
ン
ケ
ー
ト

の
記
述

の
各
所
か
ら
、
日
本
人
回
答
者

の
多
く
が
会
議
や
打
ち
合
わ

せ
で
通
訳
に
頼

っ
て
い
る
状
況
が
見
受
け
ら
れ
た
が
、
台
湾
人
回
答

者
の
日
本
語
使
用
機
会

は
こ
う
し
た
形

で
同
僚
と

の
会
話
、
打
ち
合

わ
せ
の
場
面
で
の
通
訳
が
多
く
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
語
使
用
場
面
は
、
こ
れ
に
電
子
メ
ー
ル
、
本
社
と
の
電
話
、

顧
客
と

の
対
応
、
作
業
指
示
、
社
内
文
書
、
電
話
で
の
顧
客
と
の
対

ムお
　

応
、
F
A
X
、
接
待
、
会
議
と
続
く
。
ま
た
、
日
本
語
で
困
難
を
感

じ
る
場
面
を
記
述
し
て
も
ら

っ
た
結
果
を
ま

と
め
る
と
、
最
も
多

い

の
が
手
紙
な
ど
文
書
作
成

一
四
人
で
あ
り
、

「書
爲
日
文
書
信
非
常

耗
費
時
間
,
且
文
法
錯
誤
頗
多
,
造
成
不
必

要
的
誤
解
」

(日
本
語

の
手
紙
を
書
く

の
は
非
常

に
時
間
が
か
か
る
。
文
法
の
間
違

い
も
多

く
て
不
要
な
誤
解
を
生
む
。
三
〇
代
男
性
)

の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
例

一

一

一

一

一

一
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そ
の
他

社
内
文
書

F
A
X

電
子
メ
ー
ル

接
待

営
業

同
僚
と
の
会
話

本
社
と
の
電
話

顧
客
へ
の
対
応

電
話
の
応
対

技
術
提
携

作
業
指
示

打
ち
合
わ
せ

朝
礼

会
議
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が
あ
る
。
次

い
で
、
電
話

で
の
会
話

一
〇
人
、
専

門
用
語

一
〇
人

(例

「在
從
事

口
鐸
時
因
為
不
憧

工
程
専
門
用
語
,
常
會
有
聴
不
憧

意
思
的
困
難
」
通
訳
の
際
、
作
業
工
程

の
専
門
用
語
が
わ
か
ら
ず
意

味
が
わ

か
ら
な

い
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
三
〇
代
女
性
)、
会
議

・
打

ち
合
わ
せ
が
七
人
、
文
化
理
解

四
人

(例

「台
湾
人
封
於
日
本
情

事
,
無

法
深
入
瞭
解
,
所
以
無
法
加
入
日
本
人
間
的
交
談
」
日
本
事

情
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
日
本
人
同
士

の
会
話
に
入

っ
て
い
け
な

い
。
三
〇
代
男
性
)、
通
訳
四
人

(例

「於
工
作
時
需
透
過
翻
課
與

日
本
同
事
溝
通
,
有
時
無
法
確
賃
表
達
所
需
造
成
落
差
」
日
本
人
の

同
僚
と
通
訳
を
介
し
て
話
を
す
る
が
、
時
々
必
要
な
こ
と
を
き
ち
ん

と
伝
え
ら
れ
な

い
こ
と
が
あ
る
。
三
〇
代
男
性
)、
敬
語

(三
人
)

が
あ

っ
た
。
会
議
が
英
語
を
媒
介
語
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
の
難
し

さ

(例

「台
湾
人
與
日
本
人
以
英
文
作
為
會
議
之
溝
通
語
言
,
(中

文
↑
v英
文
↑
v日
文
)
之
文
意
轄
換
差
異
」
会
議
で
英
語
を
使
う
と

き
、
中
国
語
か
ら
英
語
、
英
語
か
ら
日
本
語

へ
の
変
換
が
差
異
を
生

む
。
四
〇
代
男
性
)
を
挙
げ

る
人
が
二
人
い
た
。ム

お
　

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
問
題

6

疑
問
、
違
和

感
、

誤
解
を
生
じ
さ
せ
た
場
面

ム
ふ
　

(台
湾
人
、日
本
人
両
者

の
回
答
)

表

1

は

、

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
に

お

け

る

誤

解

や
違

和

感

に

つ

い
て
聞

い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
記
述
か
ら
、
台

湾
人
日
本
人
の
い
ず
れ

ハ
ゐ
　

か
の
五
%
以
上
の
人
が
挙
げ
た
内
容

で
あ
る
。
形
式
と
は
形
式
重
視

の
こ
と
で
、
例
え
ば

「太
過
講
究
形
式
,
令

人
不
易
理
解
。
例
如
賀

年
f
,
暑
中
間
候
,
経
常
受
到
關
照

(其

實
没
有
)
這
種
虚
偽
」

(形
式
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ

る
の
は
理
解
で
き
な

い
。
た
と
え
ば
年
賀

状
、
暑
中
見
舞

い
、

い
つ
も
お
世
話
に
な

っ
て
い
ま
す
な
ど
形
式
的

な
挨
拶
。
四
〇
代
男
性
)

の
よ
う
な
例
が

あ

っ
た
。
仕
事
方
法

は

「工
作
上
的
倣
法
,
實
施
方
式
,
已
向
日
本

人
説
明
過
,
卸
無
法
得

到
認
同
」
(仕
事

の
し
か
た
、
や
り
方
を
説

明
し
て
も
認
め
て
も
ら

え
な
い
。
二
〇
代
男
性
)

の
よ
う
な
や
り
方

の
違

い
が
認
め
ら
れ
な

い
と
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。
挨
拶

で
は

「=
匹
o
と
呼
び
か
け
る
習

慣

に
違
和
感
を
感
じ
る
」
(
四
〇
代
男
性
)
、
叱
責

は

「日
本
人
が

か

っ
と
な

っ
て
大
き
な
言
葉

で
怒

っ
た
場
合
、
怒
ら
れ
た
台
湾
人
が

自
分
の
ミ
ス
の
こ
と
よ
り
他
人

の
前
で
大
き
な
声
で
言
わ
れ
た
こ
と

に
非
常
に
過
敏
に
反
応
し
、
あ
の
日
本
人
は
野
蛮
だ
と
か
思
い
や
り

が
な
い
、
な
ど
と
他

の
台
湾
人
に
対
し
て
必
要
以
上
に
言
い
ふ
ら
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
多
く
の
台
湾
人
が
同
調
し
て
し
ま

っ
た
」

(五

〇
代
男
性
)、
敬
語
で
は

「当
社

の
台
湾
人
社
員
は
、
片
言

の
日
本

語
を
話
せ
る
者
が
多

い
が
、
敬
語
を
話
せ
る
者
は
少
な
く
」
(〔基
本

的
に
中
国
語
は
敬
語
が
な
い
た
め
か
〕
最
初

、
口
の
利
き
方
を
知
ら

な
い
者
が
多

い
と
感
じ
た
。

四
〇
代
男
性

)
の
よ
う
な
例
が
あ

っ

た
。
言
語
全
般
で
は
場
面
を
特
定
せ
ず

「普
段
社
内
は
日
本
語
で
進

め
て
い
る
が
、
相
手
が
本
当
に
理
解
し
た
の
か
心
配
な
面
が
あ
る
。
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仕
事
の
結
果

で
フ
ォ

ロ
ー
し
て
い
る
が
や
は
り
心
配

(苦
労
)
が
あ

る
」
(五
〇
代
男
性
)、

「自
分
に
中
国
語
能
力
が
不
足
し
て
い
る
た

め
、
意
思

の
疎
通
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
。
ミ
ス

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
や
誤
解
は
日
常
茶
飯
事

で
あ
る
」
(
四
〇
代

男
性
)
の
よ
う
に
、
中
国
語
が
で
き
な
い
た
め
相
手
の
日
本
語
能
力

に
頼
る
し
か
な

い
が
、
本
当

に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
不
安

で

あ
り
誤
解

も
多

い
と

い
う

コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
、
「会

議
中
と

か
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト

の
集

り
で
、
中
国
語

で

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図

っ
て
い
た
の
が
、
突
然
皆
が

殉

台
湾

語
を
使

い
出

し
た
。
通

訳

(中
国

人
)
は
日
本
語
に
訳
す
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、
何
を
言

っ
て
い
る
の
か
判
ら
ず
不

愉
快
な
気
分
に
な

っ
た
こ
と
が
度
々
あ

っ

た
」

(六
〇
代
男
性
)

の
よ
う
に
、
中
国

あ
　

語
と
台
湾
語

(閾
南
語
)
が
日
常
的

に
使

1

わ
れ
る
台
湾

で
は
、
言
語

の
切
り
替
え
が

表

頻
繁
に
起

こ
る
た
め
、
通
訳
に
頼
る
日
本

人
は
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
全
般

で
苦
労

す
る
よ
う
だ
。

こ
の
他
、
五
%
に
は
満
た
な

い
が
、
日

本
人
回
答
者
か
ら
は
、
曖
昧
性
三
%

(
「曖

昧
な
言

い
方
を
す
る
と
、
理
解
し
て
も
ら

え
な

い
」

四
〇
代

男
性
)
、
断

り
三

%

日本

台湾

言 蓬五
ロ ロロ 行動様式

仕事方法

0

6

挨拶

7

1

敬語

6

2

叱責 形 式

710

015

言語全般

26

11

「で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
『非
常
困
難
』
(と
て
も
難
し

い
)
と
い
う

言
葉
を
使

っ
た
が
、
無
理
す
れ
ば
で
き
る
と
解
釈
さ
れ
た
」
(五
〇

代
男
性
)
が
挙
げ
ら
れ
、
台
湾
人
回
答
者
か
ら
は
謝
罪
四
%

(「認

為
自
己
明
明
已
道
過
漱
,
實
際
上
卸
没
能
傳
達
至
封
方
心
裡
,
而
被

認
為
没
有
道
轍
」
自
分
で
は
謝

っ
て
い
る
の
に
伝
わ
ら
な
く
て
謝
罪

と
認
め
ら
れ
な
い
。

四
〇
代
男
性
)
、
冗
談

三
%

(
「在
説
玩
笑
話

時
,
有
時
封
方
會
認
真
考
慮
」
冗
談
を
言

っ
て
い
る
の
に
相
手
が

時
々
真
剣
に
考
え
る
。
三
〇
代
女
性
)
、
報
告

二
%

(「向
上
司
報
告

時
,
事
情
的
纒
緯
無
法
完
整
譲
其
知
曉
,
導
致
後
績
庭
置
作
業
有
所

不
妥
」
上
司
に
報
告
す
る
時
、
前
後
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
て
事
後

の
作
業
に
支
障
を
き
た
す

こ
と
が
あ
る
。
三
〇
代
女
性
)
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
た
。

(二)

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
で
問
題
と
感
じ

る
こ
と

(台
湾
人
、
日
本
人
両
者
の
回
答
)

次
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
で
問
題
と
感
じ
る
点
に
つ
い
て
聞

い
た
。
言
語
面

で
は
、
日
本
人
の
側
か
ら
、
言

い
訳

「言
い
訳
ば
か

り
。
自
分
の
非
を
認
め
な

い
。
あ
1
言
え
ば

こ
う
言
う
」
(五
〇
代

男
性
)
、
「原
因
を
追
求
す
る
と

い
い
訳
ぼ
か

り
で
あ
る
。
自
分

の
主

張
は
非
常

に
強

い
、
協

力
し
て
仕
事
が
し

に
く

い
」
(
三
〇
代
男

性
)
な
ど
、
台
湾
人
が

「自
己
主
張
が
強

い
」

こ
と
を
併
せ
て
述
べ

る
ケ
ー
ス
が
多

い
。
形
式
重
視
で
は

「部
分

日
本
人
於
工
作
上
使
用

太
多
客
套
話
,
以
致
浪
費
許
多
時
間
於
溝
通

上
」

(日
本
人
は
形
式
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的
な
言

い
方
が
多
く

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
を
無
駄
に
し
て

い
る
。

三
〇
代
女
性
)
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
ま
た
、
五
%
に
は
満

た
な
い
が
、
曖
昧
性
四
%

(「日
本
人
有
時
候
再
交
代
事
情
時
,
會

模
糊
不
清
,
曖
昧
的
用
語
,
譲
人
摸
不
著
頭
緒
」
日
本
人
は
仕
事

の

指
示
を
す
る
と
き
曖
昧
で
よ
く
わ
か
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
。
二
〇
代

女
性
)
、
几
帳
面

・
こ
だ
わ
り

で
は
四
%

鮒

「to
o
detail
s,
感
到
嘱
唆
」

(細

か
す
ぎ
て

く
ど
い
。
三
〇
代
女
性
)
、
「封
事
情
追
根

究
底
,
浪
費
太
多
時
間
」
(物
事
に
こ
だ

わ
り
す
ぎ

て
無
駄

が
多

い
。

四
〇
代
男

性
)
な
ど

の

コ
メ

ン
ト
が
あ

っ
た
。

一

方
、
仕
事
態
度
で
は
会
社

へ
の
忠
誠
心
、

真
剣
な
態
度
が
日
本
側

は
台
湾
人
に
欠
け

て
い
る
と

い
い

(
「台
湾

で
は

『仕
事
に

灘

対
す
る
責
任
感
』
(達
成
度

・
習

)
や

『会
議

・
打
ち
合
わ
せ
の
開
始
時
間
な
ど

の
決
め
ご
と
を
必
ず
守

る
意
識
』
を
持

っ

た
人
が
少
な

い
」
四
〇
代
男
性
)、
台
湾

側

は

日
本
人

の
そ

れ
を
問

題

視

す

る

(
「在
日
本
,
終
身
在
同

一
公
司
任
職
,
長

期
習
慣
於
同

一
種
企
業
文
化
,
鮮
少
於
其

他
企
業
交
流
,
是
否
會
導
致
公
司
内
部
的

封
閉
?
内
部
文
化
的
進
歩
?
」
日
本

で
は

日本

台湾

言語

仕事態度

10

10

行動様式

言 い訳

6

0

形式

0

6

仕事方法

0

7

協 力体制

11

0

酒

8

0

短期

7

0

生
涯
同
じ
会
社

の
企
業
文
化

の
中
に
い
て
他

の
企
業
と
交
流
す
る
こ

と
が
な
い
。
そ
れ
は
組
織
を
閉
鎖
的
な
も
の
に
し
な

い
か
、
進
歩
は

あ
る
の
か
。

二
〇
代
女
性
)
。
仕
事
方
法

で
は

「工
作
方
式
,
職
掌

内
容
不
清
楚
,
重
複
工
作
多
,
討
論
恨
多
,
結
論
恨
少
」

(仕
事
の

や
り
か
た
、
職
務
内
容

が
は
っ
き
り
せ
ず
、
繰
り
返
し
が
多

い
、
討

論
に
時
間
が
か
か
る
割

に
は
結
論
が
少
な
い
。
四
〇
代
男
性
)、

「台

溝
的
工
作
方
式
,
領
銭
,
和
日
本
有
差
距
,

日
本
人
御
依
日
本
的
方

式
,
標
準
實
施
」

(台
湾
は
仕
事
の
や
り
方

、
価
格
な
ど
日
本
と
は

違
う
が
、
日
本
人
は
日
本
の
や
り
方
を
踏
襲
す
る
。
三
〇
代
男
性
)

が
挙
げ
ら
れ
た
。
協
力
体
制
で
は

「仕
事
の
全
体

の
流
れ
を
把
握
し

よ
う
と
し
な
い
、
担
当
者
間
で
の
連
絡
が
無

い
」
(三
〇
代
女
性
)

や
他
の
部
署
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な

い
と
い
う

コ
メ
ン
ト

も
目
立

っ
た
。
酒
に

つ
い
て
は

「徹
底
的

に
酒
を
飲
ま
さ
れ
る
こ

と
」
(四
〇
代
男
性
)、
短
期
と
は

「人

の
移
動
が
多

い
た
め
、
会
社

と
し
て
秘
密

(例

"
特
許
的
)
事
項
が
守
れ
な
い
。
従

っ
て
技
術
者

を
育
成
し
よ
う
に
も
深
く
教
え
る
こ
と
に
対
し
躊
躇
す
る
」

(六
〇

代
男
性
)
な
ど
、
簡
単
に
会
社
を
辞
め
る
人
が
多
い
こ
と
を
問
題
視

す
る
回
答
が
あ
っ
た
。

四

仕
事
や
相
手
に
対
す
る
見
方

自
由
記
述
形
式

の
他
に
、
仕
事

の
相
手
や
仕
事

の
仕
方
に
関
し
て

の
見
方

に

つ
い
て
四
三

の
項
目
を
設
定

し

て
賛
成
、
反
対

を
聞
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表3

項 目 t値 p-value 平均差異

3 台湾では組織への忠誠心があま りない
...1. .000 .65

5 台湾では仕事 より家庭 をまず大事 にす るこ とが多い 3,822 .000 .55

8 台湾人 は相手のメンツを考 えてモノをい うことが多い
一3

.212 .002 一
.49

9 日本人上司の仕事の指示の しかたはあいまいで ある 2,159 .032 .33

ii 台湾人は仕事が終わって も報告を しない ことが多い 2,385 .018 .36

12 私の会社 では方針が十分 に伝え られて いない と思 う
...

.004 .33

15 日本人は何回 も同 じこ とを繰 りかえ して くどい と思 う 一1 .983 .049 一 .31

20 日系企業 の仕事が大変でス トレスがた まりやす い 一2
.409 .oil 一

.38

21 台湾では長期展望で仕事 をす ることが少ない 3,705 .000 .57

22 台湾では自分の仕事範囲以外の仕事 をしようとしない 4,719 .000 .77

23 台湾では担当者同士 で相談 しあ うこ とが少ない 4,383 111 .70

24 台湾人は仕事の面でそれ ほど完壁 さを求めない 2,991 .003 .48

26 日系企業において台湾人は意思決定に参加できないことが多い
一2

.772 .00s 一
.47

31 台湾の文化を理解 しようとする日本人は少ない
一2

.072 .040 一
.32

33 私の給料 はあ まり高 くない 一2 .731 .007 一 .43

34 私の会社では もっ と研修制度 を充実 させる必要があ る
一3

.676 .000 一 .51

ム
め
　

い
た
。
四
三
の
質
問
に
五
段
階

で
聞

い
た
結
果
、
以

下
の

一
六

の
項
目
で
有
意
差

が
表

れ
た
。
こ
の
う
ち

マ
イ
ナ
ス
で
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
台
湾
人
回
答
者

に

賛
同
者
が
多
く
、
プ
ラ
ス
で
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
日

本
人
回
答
者

に
賛
同
者
が
多

か

っ
た
項
目
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
項
目
を
見
る
と
第
三
節

の
e
と
口

で
相

手
の
言
動
を
疑
問
視
、
問
題

視
し
た
内
容
と
重
な
る

と
こ
ろ
が
多

い
。
例
え
ぼ
日
本
人
か
ら
出
た
台
湾
人

の
忠
誠
心
や
仕
事
よ
り
家
庭

を
優
先
す
る
姿
勢

(項

目
3
、
4
)、
報
告
が
な

い

(項
目
11
)、
担
当
者
同

士

で
相
談
が
な
い

(項
目
23
)、
ま
た
自
身

の
指
示

の
仕
方
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と

で
方
針
が
理
解
さ
れ
て

い
な
い

(項
目
9
、
10
)
な

ど
は
、
第
三
節

の
6
と

口
で
あ
が

っ
て
い
る
項
目
で
あ
る
。
台
湾

で
は
長
期

展
望

で
仕
事
を
す
る
人
が
少

な
い

(項
目
21
)
も
第

三
節

の
口
で
あ
が
っ
て
い
る
。
項
目
8
の
メ
ン
ツ
の

項
目
で
は
、

こ
れ
に
台
湾
人

の
ほ
う
の
賛
同
数
が
多

い
の
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
第
三
節

の
e

で
、
五

〇
代
の
日
本
男
性
が
叱
責

の
場
で
発
生
し
た
問
題
を

挙
げ

て
お
り
、
台
湾
人
は
日
本
人

の
よ
う
に
メ
ン
ツ

を
失
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な

い
と
、
暗
に
日
本

人
の
叱
責
や
批
判
の
仕
方
を
批
判
し
て
い
る
と
も
受

け
取
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
確
認
で
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き
な

い
。
こ
の
他
、
台
湾
人
が
問
題
視
し
て
い
た
内
容
の
、
日
本
人

の
仕
事

の
仕
方
は
理
解
し
た
が

い

(項
目
20
)
、
台
湾
の
や
り
方
を

認
め
よ
う
と
し
な
い

(項
目
31
)
も
第
三
節
の
日
と
口
で
あ
が
っ
て

い
る
。
項
目
26
、
33
、
34
は
日
系
企
業

の
待
遇
に
対
す
る
不
満
と
も

受
け
取

れ
る
。
他
に
、
繰
り
返
し
が
多

い

(項
目
15
)
が
あ
が

っ
て

い
る
が
、

こ
れ
は
、
日
本
人
上
司
が
指
示
す
る
べ
き
内
容
が
き
ち
ん

と
伝
わ

っ
て
い
な
い
と
感
じ
、
繰
り
返
す
こ
と
が
多
く
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な

コ
メ
ン
ト
が
生
ま
れ
た
と

も
推
察

さ
れ
る
が
、
な
ぜ
繰
り
返
し
が
多
く
な
る
か
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
調

べ
る
必
要
が
あ
る
。

()
五

ム　
　

問
題
解
決
に
向
け
た
見
方

い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
し
て
も
の
の
見
方
が
変
わ

っ
た
と

こ
ろ
が
あ
る
か

次
に
も
の
の
見
方
に
変
化
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
を
聞
い
た
。
日
本

人
回
答
者
の
変
化
と
し
て
は
、
明
確
、
合
理
性
、
余
裕
、
ス
ト
レ
ス

が
挙
げ
ら
れ
る
。
明
確

と
い
う
の
は
、
自
分
の
意
見
や
指
示
を
明
確

に
言
う
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
曖
昧
な
言
い
方
が
誤

解
を
生

ん
で
い
た
現
状

か
ら
、
「自
分

の
意
見
を
明
確

に
言
う
よ
う

に
な

っ
た
。
自
分

の
中

で
考
え
方
、
判
断
を
し

っ
か
り

で
き
な
い

と
、
オ

ー
ナ
ー
企
業

の
多

い
台
湾

で
相
手
に
さ
れ
な

い
と
思
う
」

(
三
〇
代
男
性
)、

「他
人

の
意
見

(例
え
ば

常

識
や
法
律
)
で
も

の
を
言
う

こ
と
が
少
な

く

な

っ
た
。
好
き
嫌

い
を
優
先
し
て
判
断
で
き
る

よ
う
に
な

っ
た
」

(五
〇
代
男
性
)
と

い
っ
た

回
答
が
あ

っ
た
。
ま
た
指
示
で
は

「仕
事
を
頼

む
時

は
細

か
な

こ
と
ま
で
全

て
伝
え
な
け

れ

ば
日
本

の
よ
う
に
仕
事
と
し

て
や

っ
て
も

ら

え
な

い
」
(三
〇
代
男
性
)
、
「指
示
し
た
こ
と

が
実
現
さ
れ
な

い
場
面
が
多

い
た
め
、
必
ず
指

示
後
自
分
で
再
確
認
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ

し

て
な
ぜ

で
き
な

い
の
か
を
相
手

に
意

見

を

聞
き
、
そ
れ
に
対
し
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
よ

う

に
な

っ
た
」
(
三
〇
代

男
性

)
な
ど

で
あ

る
。
合
理
性
で
は

「仕
事

に
対
す
る
割
り
切
り

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
き
な
い
こ
と
を

"
N
O

"
と
言
え
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
」

(五

〇
代
男
性
)
、
余
裕

で
は
、

「あ
ま
り
物
事
を
性

急

に
考

え
ず

に
じ

っ
く
り
考
え

て
か
ら
進

め

る
こ
と
」

(五
〇
代
男
性
)
、

ビ
ス
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か

っ
た
が
、

切
さ
を
実
感
し
大
事

に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
」

ど
、

の
問
題
で
非
常
に
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
。

(%)表4

明確 合理性 余裕 几帳面 仕事態度 要求 ス トレス

日本

台湾

15

0

11

1

7

0

0

7

0

5

0

14

7

0

 

「今
ま
で
仕
事
第

一
に
考
え
家
族
サ
ー

台
湾

に
来
て
か
ら
家
庭

の
大

(四
〇
代
男
性
)
な

プ

ラ
ス
面

で
変
化
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る

一
方
で
、

「言
葉

仕
事
が
非
常

に
多
く
な

っ
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た
。

い

つ
も
全
体
を
注
意
し
て
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
」

(三

〇
代
男
性

)
な
ど
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
と
い
う
人
も
い
る
。
台
湾
人

回
答
者

の
側

で
日
本
の
や
り
方
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
例
と
し

て
は
、
几
帳
面
さ

「封
工
作
的
執
行
上
,
會
為
了
配
合
日
本
同
事
,

書
量
倣
到

仔
細
小
心
,
可
以
了
解
到
,
為
何

一
般
人
會
認
為

ヨ
巴
o

in
Jap
an
便
是
品
質
的
保
謹
」

(
日
本
人
同
僚
に
合
わ
せ
て
仕
事
を

し
て
い
る
と
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま

で
注
意
し
て
仕
事
を
す
る
の
を
見

た
が
、

こ
れ
が
メ
イ
ド

・
イ
ン

・
ジ
ャ
パ
ン
の
品
質
を
保
障
し
て
い

る
の
だ

と
知

っ
た
。
三
〇
代
男
性

)、
態
度

で

「我
見
識
到
日
本
人

工
作
上
的
專
業
,
令
我
感
到
也
許
眼
日
本
人
以
相
同
的
工
作
態
度
去

投
入
工
作

,
也
許
可
以
獲
得
更
多
不
同
的
技
術
」
(日
本
人

の
仕
事

の
専
門
性
、
態
度
か
ら
、
そ
れ
を
見
習
え
ば
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
技

術
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
と
思

っ
た
。
三
〇
代
女

性
)
、
品
質

の
高

さ

へ
の
要
求

で
は

「封

工
作
品
質
上
的
要
求
嚴

格
,
技
術

上
不
断
提
升
」

(品
質

の
要
求

が
厳
し
い
か
ら
、
技
術
的

な
向
上

が
あ
る
。
四
〇
代
男
性
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ロ

ビ
ジ
ネ
ス
提
携
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と

最
後

に
、
日
台

の
ビ
ジ
ネ
ス
提
携
が
う
ま
く

い
く
た
め
に
必
要
な

こ
と
を
聞

い
た
。
回
答

の
例
を
挙
げ

る
と
、
言
語
能
力

で
は
、

「加

強
語
文
的
溝
通
能
力
,
落
實
加
強
在
地
職
員
的
経
験
傳
承
與
訓
練
」

(言
語
に
よ
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
能
力
を
強
化
す
る
。
現
地

の

職
員

の
経
験
や
伝
承
、
訓
練
な
ど
を
強
化
す
る
。
三
〇
代
男
性
)
以

外
に
、

「語
言
上
的
交
流
,
若
日
本
人
能
説
台

語
的
話
,
相
信
合
作

上
會
更
愉
快
」
(言
語

の
交
流
。

日
本
人
が

台
湾
語
が
話

せ
た
ら

い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
す
る
の
は
も

っ
と
楽
し

い
。
二
〇
代
男
性
)
、

「語
言
的
交
流
學
習

"
台
湾
人
多
學
日
本
語

、
日
本
人
多
學
北
京
語

生
活
文
化
交
流
」

(言
語

の
交
流
と
学
習

"
台
湾
人
は
日
本
語
を
学

び
日
本
人
は
北
京
語
を
学
ぶ
。
生
活
文
化

の

交
流
も

い
い
。
三
〇
代
男
性
)、

「北
京
語

の

個

能
力
を
も

っ
と
向
上
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

相
手

の
国
の
歴
史
を
も
っ
と
学
ぶ
必
要
が
あ

る
」

(五
〇
代
男
性
)
な
ど
、
日
本
人
も
中

国
語

や
台
湾
語
を
学

べ
ば
台
湾

の
こ
と
を

も

っ
と
理
解
で
き
る
と
い
う
意
見
が
多

い
。

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
は
、

「蔓
方
在
合

作
事
前
,
先
封
彼
此
工
作
方
式
,
時
間
,
態

　

度
上
先
行
溝
通
。
因
為
日
台
之
間
封
於
這
些

表

事
情
看
法
差
異
極
大
」

(
一
緒
に
仕
事
を
す

る
前
に
、
相
互

の
仕
事
の
し
か
た
、
時
間
、

態
度
な
ど
を
ま
ず
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ

る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
対
す
る
相
互
認
識
は

あ
ま
り
に
も
開
き
が
あ
る
。
三
〇
代
男
性
)
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
も

っ
と
多
く
持

ち
、
お
互

い
歩
み
寄
る
べ
き
。
日
本
人
は
と

か
台
湾
人

は
な
ど
と
言
わ
ず
話

し
合
う

こ

言語
コ ミ ュニ

ケ ー シ ョ ン
明確 信頼 理解 尊重 利益 郷に入る

日本 6 7 8 6 21 11 17 0

台湾 13 11 1 1 18 3 6 9
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と
」
(三
〇
代
男
性
)
、
意
思
や
指
示
を
明
確
に
す
る
で
は
、
「以
心

伝
心
が
通
用
す
る
と
思

っ
て
は
い
け
な
い
。
喜
怒
哀
楽
を
は

っ
き
り

す
る
」

(三
〇
代
男
性
)
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
信
頼
で
は
、

「互

い

に
信
じ
あ
え
る
こ
と

(信
頼
感
)
を
自
分
か
ら
出
し
て
い
く
こ
と
だ

と
思
う
」

(六
〇
代
男
性
)、
理
解

で
は

「墜
方
多
深
入
了
解
文
化
之

異
」
(四
〇
代
男
性
)
、
「相
互

の
文
化

の
違

い
を
勉
強
し
合

っ
て
理

解
を
深

め
る
こ
と
」

(五
〇
代
男
性
)
と
い
う
相
互
理
解
に
つ
い
て

述

べ
た

も
の
も
あ
る
が
、
「在
台

日
本
人
磨
乗
棄
大
日
本
優
秀
主

義
,
確
實

瞭
解
員
工
的
想
法
及
出
獲
鮎
,
才
能
解
決
中
日
之
間
想
法

的
段
差
」

(台
湾

で
は
日
本

が
優
秀
だ
と
す
る
考
え
は
捨
て
、
社
員

の
考
え
か
た
や
発
想
を
し

っ
か
り
と
理
解
し
、
は
じ
め
て
考
え
方
の

違

い
か
ら
生
ま
れ
る
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
〇
代
男

性
)、
「台
湾

の
方
の
考

え
方
を
熟
知
し
な
い
と
失
敗
を
す
る
」

(五

〇
代
男
性

)
の
よ
う
に
、
日
本
人
が
も

っ
と
台
湾
や
台
湾
人
を
理
解

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
回
答
が
台
湾
も
日
本
も
多
か

っ
た
。
尊
重
で

は
、
「
お
互

い
の
考
え
方

を
尊
重
し
、
自
分
の
考
え
方
を
押
し
つ
け

な

い
こ
と
」
(
三
〇
代

男
性
)
、
利
益
と
は
相
互
利
益

の
こ
と
で
、

「互

い
が
共
存
共
栄
す

る
立
場

で
、
物
事
を
進
め
る
」

(四
〇
代
男

性
)
、
「お
互

い
に
対
等

の
立
場
で
あ
り
、
ま
た

ハ
ッ
ピ
ー
で
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

一
方

的

な
利
益

の
片
寄

り
は
ダ
メ
」

(六
〇
代
男

性
)
、
「彼

此
尊
重
追
求

蔓
廊
適
合
最
成
功
之
不
二
法
門
」

(相
互
尊

重
、
相
互
利
益

の
追
求

が
成
功

の
秘
訣
。
四
〇
代
男
性
)
と
い
う

コ

メ
ン
ト
が
あ
る
。
ま
た
、
台
湾
側
か
ら

「日
本
人
慮
入
境
随
俗
,
尊

重
當
地
人
,
平
等
封
待
」
(日
本
人
は
郷
に
入
れ
ぼ
郷
に
従
う

べ
き

で
、
現
地
の
人
間
を
尊
重
し
、
平
等

に
扱
う
べ
き
。
五
〇
代
男
性
)
、

「入
境
随
俗
是
恨
重
要
観
念
,
籍
由
語
言
來

了
解
當
地
的
文
化
和
商

業
習
慣
,
才
能
使
台

・
日
之
間
的
商
業
合
作
更
順
利
」
(郷
に
入
れ

ば
郷
に
従
え
の
考
え
方
が
大
事
だ
。
日
本
人
も
言
語
を
通
し
て
現
地

の
文
化
や
商
慣
習
を
理
解
で
き
れ
ば
、
日
台

の
合
作
を
も

っ
と
順
調

に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
〇
代
男
性
)
な
ど
、
日
本
人
に
対
し

て

「郷
に
入
れ
ば
郷
に
従
え

の
姿
勢
を
も

つ
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見

が
多
か

っ
た
。

六

国
境
を
越
え
た
経
済
活
動
に
求
め
ら
れ
る
能
力

e

規
範
に
対
す
る
見
方

以
上
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
日
系
企
業
の
関
係
者
に
よ

る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
意
識
と
共

生

の
視
点
を
ま
と
め

た
。

こ
こ
か
ら
将
来
国
境
を
越
え
た
経
済
活
動
に
携
わ
る
学
習
者
た

ち
に
、
ど
の
よ
う
な
能
力
が
必
要
だ
と
結
論

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
ネ
ウ

ス
ト
プ

ニ
ー
は
、
接
触
場
面

で
ど

の
よ
う
な

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
が
生
じ
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
脱
出
し

た
ら
い
い
か
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
と
言

っ
た
。
ま
ず
考
え
る
べ
き

こ
と
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
を

一
方

の
側
の
技
能
、
知
識

不
足
に
起
因
す
る
と
考
え
る
か
ど
う
か
で
あ

る
。
例
え
ば
、
日
系
企
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業
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
で
生
じ
た
問
題
は
全

て
、
日
本
語
学
習

者
の
日
本
語
能
力
、
社
会
言
語
能
力
、
社
会
文
化
能
力
の
不
足
に
あ

る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
は
学
習
者
に
高

い
日
本
語
能

力
を
求
め
、
日
本

で
暗
黙

の
う
ち
に
培
わ
れ
た
日
本
企
業
の
労
働
慣

習
や
価
値
観
だ
け
を
教
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
う
思

わ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
経
済
活
動
に
求
め
ら
れ
る
規
範
は
、
固
定
化
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
時
代
や
地
域

の
趨
勢
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の

で
あ
り
、
特
に
言
語
や
文
化
の
異
な
る
人
間
が
共
に
仕
事
を
す
る
国

境
を
越
え
た
経
済
活
動

で
は
、
使
用
言
語

の
選
択
、
組
織
運
営
、
労

働
シ
ス
テ

ム
の
採
用
が
多
元
的
な
も
の
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
タ
イ

の
ト
ヨ
タ
自
動
車
で
五
年
間
副
社
長
を
務
め
た
藤
本

口

九
九

二
]

は
、
タ
イ
で
の
会
社
経
営
で
は

「日
本
人

の
常
識
」
を
全

部
捨

て
、

一
度
バ
ラ
バ
ラ
に
し
た
上
で
会
社

で

一
番

い
い
も

の
を
作

り
上
げ
る
こ
と
が
大
事
だ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
会
社
経
営

の
専
門
で
は
な
く
、
企
業
が
海
外
で
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
る
べ
き

か
を
言
う
立
場
に
は
な

い
が
、
国
際
的
な
企
業
は
多
元
的
な
規
範
を

も
つ
と
考
え
る
。
従

っ
て
ま
ず
前
提
と
し
て
、
学
習
者
に
は
規
範
を

固
定
化
し

て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
企
業
が
求
め
る
利
益
と
そ
の
達

成

の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
多
元
的
な
規
範
を
知
り
、
そ
の
中
で
ど
の

よ
う
に
自
分
を
調
整
し
仕
事
を
し
て
い
く
か
を
考
え
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
教
え
た
い
。

口

言
語
能
力
、
社
会
言
語
能
力

そ
の
上
で
、
日
本
語
教
育

の
立
場
か
ら
言
語
能
力
に
つ
い
て
分
析

す
る
と
、
今
回

の
調
査

で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
上
誤
解
を
生
み
、

問
題
と
な

っ
た
の
は
、
挨
拶
、
意
見
を
言
う
、
謝
る
、
報
告
す
る
、

断
り
、
弁
明
、
叱
責
な
ど

一
連

の
発
話
行
為

の
理
解
と
産
出
、
ま
た

ビ
ジ
ネ
ス
文
書
の
作
成
な
ど
談
話
に
関
係
す
る
も
の
、
敬
語
お
よ
び

相
手
や
状
況
に
合
わ
せ
て
丁
寧
さ
を
あ
ら
わ
す
娩
曲
的
な
言

い
方
な

ム
ふ
　

ど
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
に
関
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
特
に
さ
ま
ざ
ま
な
場

面

の
挨
拶
や
慣
例
に
従

っ
た
文
書
は
、
率
直

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
好
む
台
湾

の
人
た
ち
に
と

っ
て
虚
礼
や
堅
苦
し
い
挨
拶
と
受
け

取
ら
れ
や
す
い
こ
と
も
わ
か

っ
た
。
ま
た
、

日
本
台
湾
双
方

の
回
答

者
か
ら
出
て
い
た
の
は
、
日
本
人
の
言

い
方

の
曖
昧
性
で
、

こ
れ
は

意
見
を
言
う
場
合
、
断
り
の
場
合
、
ま
た
指

示
や
方
針
を
伝
え
る
場

合
に
も
誤
解
や
理
解
困
難
を
引
き
起
こ
し
て

い
た
が
、
こ
の
曖
昧
性

が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
、
ま
た
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
の
か

を
提
示
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
文
書

に
お
け
る
談
話
の
形

も
さ
ま
ざ
ま
提
示
し
な
が
ら
中
国
語

の
文
書

と
ど
の
よ
う
に
違
う
の

か
を
教
え
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
言
語
能
力

に
関
わ
る
問
題
は
、
清

[
一
九
九
五
]
や
宮

副

[
二
〇
〇
二
]
に
あ

る
上
級
日
本
語
話
者

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
と
も
重
な
り
、

現
時
点

の
台
湾

の
日
系
企
業

に
お
い
て
も

一
定
以
上

の
日
本
語
能
力

を
も
つ
学
習
者

の
課
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
文
法
や
発
音
な
ど
基
本
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的
な
言

語
能
力
に
お
け
る
問
題
は
今
回
の
調
査

で
出
て
こ
な
か

っ
た

が
、
こ
れ
は
日
系
企
業
お
よ
び
関
係
企
業
で
日
本
語
を
使

っ
て
仕
事

を
す
る
台
湾
人
が

一
定
以
上
の
日
本
語
能
力
を
有
し
て
い
る
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。

〔
[

イ

ン
タ
ー

ア
ク

シ

ョ
ン
能
力

ω

社

会
文
化
理
解
、
接
触
場
面

の
意
識
の
差

今
回

の
調
査
で
は
異
な
る
労
働
慣
習
や
行
動
様
式
の
解
釈
が
言
語

能
力
以
上

に

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
を
生
じ
さ
せ
、
相
手

へ
の

不
信
感

を
生
む
結
果
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、

台
湾

の
人
か
ら
見
れ
ば
わ
か
り
に
く

い
日
本
企
業

の
労
働

観
、
商
慣

習
、
接
触
場
面

で
と
ら
れ
る
行
動
様
式

の
具
体
像
を
教
え

て
い
く

必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
今
回
の
調
査

で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
問
題
に
な
っ
た
項
目
に
、
台
湾
の
人

の
理
解
を
超
え
る
仕

事
に
対
す

る
規
範
意
識
、
過
剰
な
ま
で
の
責
任
感
、
細
か
さ
や
こ
だ

わ
り
、
部
署
を
超
え
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、

こ
う
し

た
労
働
意
識
や
職
人
気
質
と
も
呼
ば
れ
る
こ
だ
わ
り
が
ど
こ

か
ら
生
ま

れ
、
ど
の
よ
う
な
実
績
を
作

っ
て
き
た
か
、
ま
た
部
署
を

超
え
た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
ぜ
重
視
さ
れ
る
の
か
を
具
体
的

に
教

え

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
会
社

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

で
重
視
さ
れ

る

「
ほ
う
れ
ん
そ
う
」

(報
告
、
連
絡
、
相

ム
　
　

談
)
や

T
Q
C
な
ど
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
を
教
え
て
い
く
の
も
そ
の

ハ
ぬ
　

一
つ

の
方

法

で

あ

る
。

た
だ
し
実
際

の
接
触
場
面
に
お
い
て
は
、
理
解
を
超
え
た
誤
解
や

不
信
感
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
教
え
る
必
要
が
あ
る
。
今

回
の
調
査

で
見
ら
れ
た
問
題
認
識
の
ズ
レ
に

は
、
海
外

の
日
系
企
業

関
係
者
が
現
地
社
員
に
抱
く
問
題
を
調
査
し
た
西
田

[
二
〇
〇
二
]
、

大
渕

[
一
九
九
三
]
が
挙
げ
る
、
グ
ル
ー
プ

作
業
が
で
き
な
い
、
会

社
全
体

の
こ
と
を
考
え
て
協
力
し
た
り
、
お
互
い
に
助
け
あ

っ
た
り

し
な

い
、
転
職
率
が
高

い
た
め
人
的
資
源
が
不
安
定
、
容
易
に
非
を

認
め
な
い
、
自
己
主
張
が
強

い
、
な
ど

一
致

す
る
部
分
が
多

い
。
ま

た
今
田

・
園
田

[
一
九
九
五
]
は
、
台
湾
の
人
が
日
本
人
企
業
関
係

者
を
見
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
几
帳
面
さ
や
勤
勉
さ
が
評
価
さ
れ
る

一
方
で
、

い
ば

っ
て
い
る
、
ず
る
い
、
が
め

つ
い
、
怒
り

っ
ぽ
い
、

現
地
の
や
り
方
を
尊
重
し
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
と
述

べ
て
い

る
が
、
今
回
の
調
査

で
も
、
叱
責
や
日
本
の
や
り
方
に
固
執
し
て
い

る
、
日
本
人
は
台
湾

の
こ
と
を
理
解
し
よ
う

と
し
な
い
、
と
い
う
台

湾
人
の
コ
メ
ン
ト
と
重
な
る
部
分
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
今
回
の
調

査

で
日
本
側
か
ら
出
た

「台
湾

の
人
は
長
期

展
望

で
仕
事
を
し
な

い
」

は
、
園
田

[
二
〇
〇
三
]
に
お

い
て
も
認
識

の
差
が
見
ら
れ

る
。
園
田

に
よ
れ
ぼ
、
日
系
企
業
勤
続

二
九
年

の
台
湾
人

マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
を
日
本
人
副
社
長
が

「日
本
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
忠
実
な

部
下
」
と
評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
人
は
本
意

で
は
な
く
自

分

の
子
ど
も
に
は
日
系
企
業
は
勧
め
な

い
し
、
周
り

の
台
湾
人
か
ら

も

「能
力
が
な
い
か
ら
日
本
人
社
長
の
補
佐

役
に
し
か
な
れ
な

い
」

と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
と
台
湾

で
労
働
慣
習
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や
労
働
観

に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
、
仕
事
を
す
る
際

に
、
ど

の
よ
う
な
問
題
が
な
ぜ

発
生
し
て
い
る
か
を
理
解
さ
せ
る
こ

と
、
そ

の
上
で
自
分
た
ち
は
ど

の
よ
う
に
行
動
す

べ
き
か
を
考
え
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

②

異
文
化
と
共
生
す
る
能

力

異
な

る
言
語
文
化
、
規
範
と

の
出
会

い
が
避
け
ら
れ
な
い
国
境
を

越
え
た
経
済
活
動
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
自
分
を
調
整
し
相
手

を
理
解

す
る
複
眼
的
な
視
点
を
身

に
つ
け
て
い
く
か
が
重
要
に
な

っ

て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仕
事

の
接
触
場
面

で
生
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
問
題
や
相
手

へ
の
不
信
感

は
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
経
済

の
損
失

に
つ
な
が
り
、
こ
う
し
た
事
態
は
誰
も
望
ま
な
い
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
解
決
に
は
異
文
化
理
解

の
過
程
を
知
る
こ
と
が

一
つ
の
ヒ

ン
ト
に
な
る
。
ホ
フ
ス
テ
ー
ド

[
一
九
九
五
]
に
よ
れ
ば
、
異
文
化

と
異
文

化
が
出
会
う
場
合
、

一
定

の
心
理
的
変
化
が
生
じ
や
す
い
と

い
う
。

そ
れ
は
ま
ず
新
し
い
も

の
に
接
し
て
興
奮
す
る
多
幸
症
期
か

ら
始
ま

る
。
そ
の
後
そ
れ
ま
で
暗
黙

の
う
ち
に
了
解
さ
れ
て
き
た
価

値
観
や
行
動
様
式
が
通
用
し
な
く
な
る
こ
と
で
、
混
乱
状
態
が
生
じ

カ
ル
チ

ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
の
時
期
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
環
境

に
も
慣

れ
て
く
る
と
異
な
る
文
化

の
価
値
観
も
理
解

で
き
る
よ
う
に

な
り
、

そ
の
う
ち
の
い
く

つ
か
は
自
分
も
身
に

つ
け
る
よ
う
に
な
り

文
化
変

容
が
起

こ
り
、
次
い
で
安
定
し
た
状
態
に
達
す
る
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
、
初
期
の
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
続
け
る
人
も
い
る

が
安
定

し
た
状
態
に
な
る
と
、
自
文
化
の
物
差
し
だ
け
で
は
な
く
他

者
の
物
差
し
で
も
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
多
元
的
な
思
考
で
物

事
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

今
回

の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
共
に
仕
事
を
す
る
中

で
、
自
身

の
そ

れ
ま
で
持

っ
て
い
た
価
値
観
や
行
動
様
式
を
変
化
さ
せ
て
い
る
状
況

が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
第
五
節
の
9
の
否
定
的
な
評
価

「ス
ト
レ

ス
が
増
え
た
」
を
除
け
ば

「意
見
や
指
示
を
は

っ
き
り
言
う
こ
と
」
、

「合
理
的
に
考
え
る
こ
と
」、

「仕
事
に
余
裕
を

も

つ
」
な
ど
は
、
「自

己
主
張
が
強
い
」
、
「仕
事
優
先

で
は
な

い
態
度
」
な
ど
、
日
本
人
回

答
者
が
台
湾
人
に
対
し
て
問
題
視
し
て
い
た
要
素
で
あ
る
が
、

こ
こ

で
は
別

の
見
方
、
肯
定
的
な
評
価
も
生
ま
れ

て
い
る
。

一
方
、
台
湾

人
回
答
者
が
問
題
視
し
て
い
た
日
本
人

の

「細
か
す
ぎ

る
」
、
「仕
事

優
先
の
態
度
」
に
も
肯
定
的
な
側
面
か
ら
評
価
す
る
意
識
の
変
容
が

生
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

っ
た
。

こ
れ
ら

は
異
文
化
の
体
験
の
中

で
多
元
的
な
価
値
観
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
他

に

「違

い
は
当
然
な
の
で
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
困
る
と
考

え
る
方
が
お
か
し
い
」

(四
〇
代
男
性
)、

「
理
解
到
國
情
差
異
及
文

化
差
異
後
,
不
但
没
困
擾
,
反
而
覧
得
自
得
其
樂
,
亦
鷲
助
本
地
客

戸
多
理
解
日
本
習
慣
」

(文
化

の
違

い
を
理
解

で
き
れ
ば
困
る
こ
と

が
な

い
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
も
楽
し
め
台
湾

の
顧
客
が
日
本
の
習

慣
を
理
解
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
も
で
き

る
。
四
〇
代
男
性
)
と

い
っ
た

コ
メ
ン
ト
も
あ
り
、
異
文
化
と
の
共
生
を
積
極
的

に
評
価
す

る
視
点
を
学
習
者

に
教
え
て
い
き
た
い
。
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七

調
査
に
お
け
る
課
題

6

調
査
方
法

以
上

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、
国
境
を
越
え
た
経
済

活
動
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
能
力
を
ま
と
め
た
が
、
デ
ー
タ
収
集

の

方
法
と
し
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
多
く

の
課
題
が
残

っ
た
。
ま
ず
は

時
間
の
制
限
も
あ
り
資
本
や
業
種
、
年
齢
、
性
別
な
ど
、
台
湾
と
日

本
で
均
等
に
条
件
を
そ
ろ
え
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
集
め
る
こ
と
が
で
き

な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
デ
ザ
イ

ン
の
面
で
も
課
題
が
多

い
。
言
語

使
用
は
日
本
語
使
用
場
面
だ
け
を
調

べ
た
が
、
日
系
企
業
だ
か
ら
と

い
っ
て
日
本
語
だ
け
が
使
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
台
湾
で
は
北
京

語
以
外

に
、
閲
南
語
や
客
家
語
、
さ
ら
に
は
会
議

で
は
第
三
言
語
と

し
て
英
語
が
使
わ
れ
る

こ
と
も
あ
る
な
ど
、
職
務
、
相
手
、
場
面
に

よ

っ
て
使
用
言
語
が
異

な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
今
後
は
企
業

に

お
け
る
言
語
生
活
を
細

か
く
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
多

く
の
設
問
を
自
由
記
述

の
形
式
に
し
た
が
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
問

題
を
書

い
て
も
ら
う
と

い
う
利
点
は
あ
る
も
の
の
、
人
に
よ
っ
て
書

き
方
に
偏
り
が
あ
る
た
め
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
が
難
し
く
改
善
す
る
必
要

が
あ
る
。

口

問
題
行
動
の
記
述

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー

ト
だ
け
で
は
具
体
性
を
欠
く
記
述
が
多

い
た

め

、

今

回

の
調

査

で

わ

か

っ
た

こ
と

を

焦

点

化

し

、

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

ム
だ
　

を
通
じ
て
詳
し
く
問
題
行
動
を
記
述
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え

ば
、
今
回

の
調
査

で
誤
解
が
生
じ
や
す

い
と
考
え
ら
れ
る
叱
責

な

ど
、
相
手
の
メ
ン
ツ
を
脅
か
す
行
動
、
謝
罪
や
報
告
、
弁
明
の
場
面

で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
言
動
が
と
ら
れ
て

い
る
の
か
を
詳
し
く
調

べ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
日
本
語

の
発
話
行
為
を
解
明
す
る

基
礎
研
究
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、

第
四
節

の
項
目
15
で
日

本
人
の
言
動
に
繰
り
返
し
が
多

い
と
い
う
台
湾
人
側

の
コ
メ
ン
ト
が

あ
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
な
ぜ
繰
り
返
し
が
多
く
な
る
の
か

を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
日
本
人

が
自
分

の

「言
い
方
が

曖
昧
で
あ
り
誤
解
が
生
じ
や
す

い
」
と
考
え

て
繰
り
返
す
の
か
、
通

訳
を
通
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
相
手
に
伝
わ

っ
て
い
る
か
ど
う
か
不
安

に
な
る
か
ら
か
、
あ
る
い
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
相
手
か
ら
、

相
槌
、
返
事
な
ど
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
得
ら
れ
な
い
か
ら
わ
か

っ
て

い
な

い
と
判
断
し
て
繰

り
返
す
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
る

が
、
こ
う
し
た
点
を
さ
ら
に
調
査
す
る
必
要

が
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は

一
調
査
結
果
の
分
析
に
す
ぎ
ず
、
普
遍
化
し
た
結
果
が
得

ら
れ
る
ま
で
に
は
さ
ら
に
調
査
を
積
み
重
ね

る
必
要
が
あ
る
が
、
分

析

の
際

「日
本
人
が
」、
「台
湾
人
が
」
と
い

っ
た
記
述
が
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
化
し
た
見
方
を
作
り
出
す
危
険
性
を

あ
わ
せ
持

っ
て
い
る
こ
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と
を
感

じ
た
。
今
後
の
調
査
と
分
析
は
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

な
お
、
本
稿
は
日
台
ビ
ジ
ネ

ス
関
係
者

の
方
々
の
貴
重
な

コ
メ
ン

ト
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き

い
が
、

ア
ン
ケ
ー
ト
中

の

一
人
ひ
と
り
の

肉
筆
か
ら
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
最
前
線

で
異
文
化
と
格
闘
し
な
が
ら
期

日
ま
で
に
仕
事
を
前
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
を
背
負

っ
た

方
々
の
悲
哀
や
苦
労
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
だ
け
に
自
身
の
経
験
に

基
づ
い
た
共
生

へ
の
視
点
は
重
み
が
あ
り
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ

っ

た
。
特

に
、
異
文
化
と
の
接
触
を
多
元
的
な
価
値
観
を
獲
得
す
る
過

程
と
捉
え
る
視
点
や
本
稿

の
第
五
節

の
日
に
あ
る

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
も

っ
と
多
く
持
ち
、
お
互

い
歩
み
寄
る
べ
き
。
日
本
人
は

と
か
台

湾
人

は
な
ど
と
言
わ
ず
話
し
合
う
こ
と
」
(三
〇
代
男
性
)

の
よ
う
な

コ
メ
ン
ト
は
、
次
世
代

の
経
済
活
動
を
担

っ
て
い
く
大
学

生
た
ち

に
ぜ
ひ
と
も
伝
え
た

い
と
思
う
。

最
後

に
、多
忙
な
な
か
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
、投
函
し
て
く
だ
さ

っ

た

一
人

ひ
と
り

の
企
業

の
方
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

注〈
1
>

国
際

交
流

基

金

[
二
〇
〇

三
]
、

二
一二
五
万

六
七

四
五

人
。

〈
2
>

一
二
万

八
六

四

一
人

[
国
際

交
流

基
金

二
〇
〇

三
]
。

〈
3
>

一
九

六

〇
年

代
初

め
外
資
導

入
政

策

に
よ

り

ア
メ
リ

カ
、

日
本

の
資

本

が
投

入

さ
れ
合

弁

や
技

術
提
携

が
活

発

に
な

る

に

つ
れ

て
日

本

語
教

育

の
必
要

性

も
叫
ば

れ

る
よ

う

に
な
る
。

一
九

六

三
年

に
は

中

国
文

化
大

学

に
初

め

て
日
本
語

学
科

が
設

置

さ
れ

た
。

〈
4
>

戒

厳
令

は

一
九

四
九
年

五

月

二
〇

日

か
ら

一
九

八
七
年

七
月

一

四
日

ま

で
続

い
た
。

〈
5
>

国
立

国
語
研

究
所

[
二
〇

〇
六

]
。

〈
6
>

国
際
観

光
振

興
機

構

の
調

べ
に
よ

れ
ば
、

日
本

を
訪

れ

る
外

国

人

の
う
ち

二
〇

〇
五
年

で
は
台

湾
人

が

=

六

万

四
〇

二
人

で
韓

国

l
o
l
l
万

五
七

六
六

人

の
次

に
多

い
。
次

は

ア
メ

リ
カ

四
八
万

七
八

八
七

人
。

〈
7
>

交
通

部
観

光
局

の
統

計

に
よ

れ
ば

、

二
〇

〇
五

年

に
台
湾

を
訪

れ

た
外
国

人

の
う
ち

一
番

多

い
の
は
日
本

人

=

二
万

四
三

三

四
人

で
、

次

い

で
香

港
人

四

三
万

二
七

一
八

人
、

ア

メ
リ
カ

人
三

八
万
九

二
九

人

の
順

に
な

っ
て

い
る
。

〈
8
>

二
〇

〇

五
年

=

月

二

二
日
付
聯

合
報

。

〈
9
>

日
本

は
戦
後
ず

っ
と

ア

メ
リ
カ

と
共

に
台
湾

の
貿

易
主

要
相

手

国

で
あ

り
、

日
本

の
台

湾

の
総
輸

出
額

に
占

め

る
割
合

は

二
〇
〇

四

年

七

・
六

%

(
=

二
二
億

米

ド

ル
)

で
、
中

国
、

香

港
、

ア
メ

リ
カ

に
次

い
で
多

い
。

輸

入
額

で

は
総

輸

入
額

に
占

め

る
割

合

が

二
六

%

(
四

三
六

・三

億
米

ド

ル
)

で
最

も
多

い
。

『
日
台

ビ

ジ

ネ

ス

ニ

ュ
ー

ス
』

二
〇
〇

五
年

第

一
号

(通

巻
第

一
一
〇
号

)
。

〈
10
>

国

際
的

な

B

O
T
方

式

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
と

し

て
注

目

さ
れ
、

一
九
九

九
年

の
入
札

を
経

て
三
井
物

産

、
三
菱

重

工
業

な
ど

日
本
連

合

チ

ー

ム
が
製
造

、
納

入
を

手

が
け

る
。

二
〇

〇

五
年
完

成

予
定

で

あ

っ
た
が

工
事

が
遅

れ

二
〇

〇
六

年

一
二
月
完

成

予
定
。

〈
H
>

社

会
文

化

能
力

、
実

質

行
動

能
力

と

も
呼

ば

れ

る
。

ネ
ウ

ス
ト
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プ

ニ
ー

[
一
九
九

五

"
六
八

]
。

〈
12
>

ネ

ウ

ス
ト
プ

ニ
ー

[
一
九

九
五

"
一
七

、

四
六
]
。

〈
13
>

ネ

ウ

ス
ト
プ

ニ
ー

[
二
〇
〇

二

"
一
-

一
四
]
。

〈
14
>

も
ち

ろ
ん

日
本

で
も
時
代

に
よ

っ
て

こ
う
し

た
捉

え
方

は
変

化

し

て
お

り
、

現
代

の
若
者

が
耐

え

ら
れ

る
叱
責

の
度

合

い
は
昔

と
違

う
可
能

性

も

あ

る
。

〈
15
>

大
渕

[
一
九

九

三

"
二
七
八
]
。

〈
16
>

本

調

査

は
台

湾
行

政
院

国
家
科

学
委

員
会

二
〇
〇

三
年
度

学

術

研

究
補

助

を

得

て
行

っ
た
も

の
で
あ

る
。

〈
17
>

『
台

湾

経

済
総

覧

』

に

よ
れ
ば

、

台
湾

に
あ

る
日

系
企

業

は

二

〇

〇

三
年

現

在

で

一
六

八
八
社

。

〈
18

>

合

計

台

湾
人

一
七

〇
名

、
日
本

人

一
二
〇

名

に

ア

ン
ケ

ー

ト
を

配

っ
た
。

ア

ン
ケ
ー

ト
配
布

を
複
数

の
協

力
者

に
依
頼

し
た

た

め
、

結

果
的

に
協

力
者

の
知

り
合

い
の
関

連
業

種

が
多

く
な

り
、

回
答

者

の
業

種

に
偏

り

が
出

た
。

〈
19

>

ア

ン
ケ

ー

ト

の
②

と
⑧

の

一
部

を

分
析

し
た

も

の
に
工
藤

[
二

〇

〇

四
]

が

あ

る
。

〈
20

>

予
備

調
査

で

一
〇

名

(日
本
六

、

台
湾

四
)

の
ビ
ジ
ネ

ス
関

係

者

に

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

を
行

い
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
問

題

を
聞

い

た
時

に
、

出

て
き

た

コ
メ

ン
ト
。

〈
21
>

ア

ン
ケ

ー
ト

で
は
日
本

人

の
中

国
語

使

用

の
場
面

を
聞

い
て

い

な

い
た

め

、

こ
こ

で
は
台
湾

人

の
回
答

に

よ
る
日
本

語
使

用

の
場

面

の
み
を

ま

と

め

る
。
中

国
語

の
う

し

ろ
に
あ

る
日
本

語

は
筆
者

に
よ

る
日
本

語

訳
。

〈
22
>

経

営

、
人

事

、
会

社
方

針

に
関

わ

る
会
議

。

〈
23
>

問
題

行

動

は
言
語

に
関
係

す

る
も

の
、
行
動

様
式

や
労

働
観

に

関

す

る
も

の
に
分

け

る
。

〈
24
>

具
体

的

な

コ
メ

ン
ト

の
記
述

は
、

中
国

語

が
台
湾

人
、

日
本

語

は
日
本

人

に
よ

る
回
答

を

示
す
。

〈
25
>

ア

ン
ケ

ー

ト

の
記

述

を
大

き
く
内

容
別

に

カ
テ

ゴ
リ

ー
に
分

け

て
分

析

し
た

。

〈
26
>

こ
れ
以
外

に
客

家

、
原

住
民

の
言

語

が
あ

る
が
、
使

用

人
数

は

中

国
語

(北

京

語

)
、

閾
南

語

に
比

べ

る
と
少

な

い
。

黄

[
一
九

九

五
]
。

〈
27
>

項

目
中

に
記
述

さ
れ

て

い
る

「日
本

人

」
、

「
台
湾
人

」

は
、

あ

な

た
が
出

会

っ
た

人
を

想
定

し

て
書

い

て
く

だ
さ

い
、

と

い
う
但

し

書

き
を
添

え

た
。

〈
28
>

第
五

節
e

口
日

は
行
動
様

式

に
関

す

る

こ
と

が
主

な
た

め
、

言

語

と
行
動

様
式

の
枠

組

み
を
作

ら

な

い
。

(
　°
'..,)

B
ro
w
n
,
P
.,
a
n
d
S
.
L
ev
in
so
n

[
1
9
8
7
]
,
L
e
e
c
h
,
G
.
[
1
9
8
3
]
,

宇
佐

美

[
X
10

0

1
]

で
言
及

さ

れ
る
ポ

ラ

イ
ト

ネ

ス
概

念
。

(
°
)

T
o
ta
l
ρ
u
ali
ty
C
o
n
tro
l
(全
会
社

的

品
質

管

理
)

の
略

で
製
造

か
ら

サ

ー
ビ

ス
ま

で
会
社

全
体

で
品
質

向

上
を

目
指

す
方

式
。

全

て

の
部

門

の
協

力

と

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー

シ

ョ

ン
が
要

求

さ
れ

る
。

〈
31
>

も
ち

ろ

ん

こ
う

し

た
労
働
慣

習

や
労
働

観

が
、

現
在

の
全

て

の

日
本

の
企
業

、

日
本

人

に
共
有

さ
れ

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
た
め
、

ス
テ

レ
オ

タ
イ
プ

に
な

ら
な

い
よ
う

な
配
慮

が
求

め
ら
れ

る
。

〈
32
>

そ

の
際

、

杉

戸

[
一
九

九

二
]

が
提

示

し

た

よ

う
な

枠

組

み

〔
①

問

題

の
言

語

行

動

〈
主

体

、
受

け
手

、

場
面

〉
、
②

誤
解

(摩

擦

)

の
引

き

金

に
な

っ
た
事

柄

、
⑤

誤

解

さ

れ
た

(摩

擦

の
)

内

84



容

、
⑥

誤
解

考

に
な

る
。

(摩
擦
)
の
結
果
、
⑦
誤
解

(摩
擦
)
の
背
景
〕
が
参

参
考
文
献

新
井
芳
子

二
〇
〇
三

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
謝
罪
行

動
-

日
本
社
会
と
台
湾
社
会
の
事
例
を
対
照
に
し
て
」
『東
呉
日

語

教
育
學

報
』

二
六

号
。

石
井

敏

他

一
九

八
七

『
異

文

化

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
』
有

斐

閣

選

書
。

今

田
高

俊

・
園

田
茂

人
編

一
九

九

五

『
ア
ジ

ア

か
ら

の
視
線

』

東

京

大
学

出
版
会

。

宇

佐
美

ま

ゆ

み

二
〇
〇

一

「ポ

ラ
イ

ト

ネ

ス
理
論

か

ら
見

た
敬

意

表

現

」
『
月
刊

言
語
』

職

30

。

大
渕
憲

一

一
九
九
三

「ア
メ
リ
カ
企
業
に
お
け
る
対
人
葛
藤
1

そ
の
文
化
的
諸
相
」
『文
学
部
研
究
年
報
』
四
三
号
、
東
北
大
学
。

工
藤
節
子

二
〇
〇
三

「異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を

育
て
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
『東
海
大
学
文
学
院
学
報
』
M
44
。

工
藤
節
子

二
〇
〇
四

「台
湾
の
日
系
企
業
関
係
者
が
見
た
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
」
『台
湾
日
本
語
文
学
報
』

一
九
号
。

黄
宜
範

一
九
九
五

『語
言
,
社
会
與
族
群
意
識
』
文
鶴
出
版
有
限

公
司
。

国
際
交
流
基
金

二
〇
〇
三

『海
外
の
日
本
語
教
育
の
現
状

日

本
語
教
育
機
関
調
査

・
二
〇
〇
三
年
』。

国
立
国
語
研
究
所

二
〇
〇
六

『日
本
語
教
育
の
学
習
環
境
と
学
習

手
段
に
関
す
る
調
査
研
究
』。

小
宮
強
介

二
〇
〇
三

『台
南
体
当
り
四
十
三
ヶ
月
-

心
温
か
き

歴
史
の
街
と
人
々
と
』
文
芸
社
。

近
藤
彩

一
九
九
八

「ビ
ジ
ネ
ス
上
の
接
触
場
面
に
お
け
る
問
題
点

に
関
す
る
研
究
」
『日
本
語
教
育
』
九
八
号
。

近
藤
彩

二
〇
〇
四

「会
議
に
お
け
る
ト
ピ
ッ
ク
展
開
に
つ
い
て
の

研
究
-

非
母
語
話
者
に
非
能
率
と
思
わ
せ
る
要
因
」
『日
本
語
教

育
国
際
研
究
大
会
』
予
稿
集
2
。

察
政
奮

二
〇
〇
四

「応
用
日
語
系

の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
考
え

る
1

企
業

ニ
ー
ズ
と
実
践
面
か
ら
の
検
討
」
『東
呉
日
語
教
育
學

報

』

二
七

号
。

島

田

め
ぐ

み

・濯

川
晶

一
九
九

九

「
ア
ジ

ア
五

都
市

の
日
系

企

業

に

お

け

る
ビ
ジ

ネ

ス
日
本

語

の

ニ
ー
ズ
」

『
日
本
語

教
育

』
一
〇

三
号
。

杉

戸
清

樹

他

一
九
九

二

「誤

解

の
メ

カ

ニ
ズ

ム

の
記
述

を

目
指

し

て
」

『
日
本

語

学
』

=

巻

。

清

ル
ミ

一
九

九

五

「上
級

日
本

語

ビ

ジ
ネ

ス
ピ

ー
プ

ル

の
ビ

ジ

ネ

ス

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
上

の
支

障
点

ー

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
調

査

か

ら
」
『
日
本
語
教
育
』
八
七
号
。

園
田
茂
人

二
〇
〇
三

「現
地
日
系
企
業
に
お
け
る
文
化
摩
擦
」
『ア

ジ

ア
新
世

紀

5

市

場
ー

ト
ラ

ン

ス
ナ

シ

ョ
ナ

ル
化

す

る
情

報

と

経
済
』
岩
波
書
店
。

丹
野
勲

一
九
八
六

「台
湾
日
系
企
業
の
組
織
、
人
事
、
親
会
社
統

制
行
動
に
つ
い
て
1

台
湾
日
系
企
業
実
態
調
査
か
ら
」
『組
織
科

学

』

恩

20

M
-
。

陳

岩

二
〇

〇

二

a

「異

文

化
間

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ

ン
に

お
け

る
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