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昨
年
十
二
月
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で

起
こ

っ
た
論
争
は
す
ぐ
さ
ま
ア
メ
リ
カ

全
土
を
巻
き
込
み
、
い
ま
だ
に
お
さ
ま
る

気
配
を
見
せ

て
い
な
い

。
こ
の
論
争

と
は
、
黒
人
の
話
す
英
語
と
学
校
教
育
の

在
り
方
を
問
題
提
起
す
る
も
の
で
、
人
種

を
問
わ
ず
、
賛
否
両
論
が
成
立
し
て
い

る
。論

争
の
発
端
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
市
教
育
委
員
会
が
、
市
立

学
校
に
通
う
黒
人
生
徒
の
た
め
の
特
別
助

成
金
を
連
邦
政
府
に
申
請
し
た
こ
と
だ

っ

た
。
黒
人
生
徒
は
明
ら
か
に
自
人
の
生
徒

よ
り
も
英
語
の
成
績
が
悪
く
、
基
本
的
な

読
み
書
き
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
者

が
多
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
。
こ
の

助
成
金
と
は
、
東
南
ア
ジ
ア
や
中
南
米
か

ら
の
移
民
を
多
く
抱
え
る
学
区
で
、

「外

国
語
と
し
て
の
英
語
教
育
」
と
い
う
カ
リ

キ

ュ
ラ
ム
を
実
施
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ

る
。従

っ
て
、
市
が
申
請
を
行
う
た
め
に

は
、

「黒
人
英
語
」
は
米
語
の

一
方
言
で

は
な
く
、
別
の
言
語
だ
と
主
張
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か

っ
た
。
教
育
委
員
会
は
、
黒

人
生
徒
が
友
達
の
間
や
家
庭
内
で
し
ゃ
べ

っ
て
い
る

「
エ
ボ
ニ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
黒

人
英
語
と
、
学
校
で
使
わ
れ
る
自
人
の
標

準
英
語
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
す
ぎ
る
た

め
、
黒
人
生
徒
た
ち
が
授
業
に
つ
い
て
い

け
な
く
な

っ
た
、
と
述
べ
た
。

複
雑
な
文
法
と
単
純
な
発
音

実
は
、

「プ
ロ
ー
ク
ン

・
イ
ン
グ
リ
ッ

シ

ュ
」
と
非
難
さ
れ
て
き
た
黒
人
英
語

は
、
文
法
面
で
標
準
英
語
よ
り
さ
ら
に
複

雑
だ
。
例
え
ば
、
進
行
中
の
動
作
を
示
す

「現
在
進
行
形
」
と
、
習
慣
と
し
て
繰
り

返
さ
れ
る

「反
復
動
詞
」
と
の
区
別
は
標

準
英
語
に
は
な
い
が
、
黒
人
英
語
に
は
存

在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
側
面
で
黒
人

英
語
は
、
標
準
英
語
で
は
言
い
表
せ
な
い

細
か
い
意
味
を
表
現
で
き
る
の
だ
。

他
方
、
本
方
音
の
面
で
は
、黒
人
英
語
は
標

準
英
語
よ
り
単
純
化
さ
れ
た
体
系
を
持

っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
標
準
英
語
で
は
発
音

の
違
い
で
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
単
語
が
、

黒
人
英
語
で
は
同
音
異
義
語
に
な
る
。

例
え
ば

「
フ

ァ
イ

ン

（
素
晴
ら
し

い
）

」
と

「
フ

ア
イ

ン
ド

（
見

つ
け

る
）
」
は
、
黒
人
英
語
で
は
両
方
と
も

「
フ
ァ
イ
ン
」
と
発
音
さ
れ
る
。

「
マ
イ

ン

（私
の
）
」
と

「
マ
イ
ン
ド

（心
）
」

も
同
様
に
同
音
異
義
語
だ
。
こ
う
し
た
標

準
英
語
と
の
発
音
の
違
い
が
、
黒
人
の
生

徒
の
読
み
書
き
能
力
の
低
さ
の
最
大
の
原

因
で
あ
る
と
言
語
学
者
は
考
え
て
い
る
。

標
準
英
語
で
さ
え
、
つ
づ
り
は
非
論
理

的
で
分
か
り
難
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
要

す
る
に
、
文
字
と
発
音
と
が
必
ず
し
も

一

致
し
な
い
の
だ
。
音
の
日
本
語
で

「蝶
々

（ち
ょ
う
ち
ょ
う
と

を

「
て
ふ
て
ふ
」
と

書
い
た
が
、
英
語
に
は
こ
う
し
た
例
外
的

な
つ
づ
り
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。

学
校
の
先
生
は
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
し

て
、
こ
の
難
点
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
。
例
え
ば
、
先
に
挙
げ
た

「
フ
ァ
イ
ン

（ｆ
ｉ

ｎ
ｅ
）
」
の
最
後
に
は
発
音
さ
れ

な
い

「
こ

の
Ｘ

子
が
あ
る
。
整
筆
で
は

こ
れ
を

「黙
字
」
と
説
明
し
、
生
徒
に
理

解
さ
せ
る
。
し
か
し
、
黒
人
の
生
徒
は

「
フ
ァ
イ
ン
ド

（ｆ
ｉ

ｎ
ｄ
）
」
も
こ
れ

と
同
じ
発
音
な
の
に
、
な
ぜ

「ｄ
」
が
つ

い
て
い
る
の
か
戸
惑

っ
て
し
ま
う
。

先
生
が

「黒
人
英
語
」
の
発
音
体
系
に

関
す
る
知
識
を
わ
ず
か
で
も
身
に
つ
け
て

い
れ
ば
、
黒
人
生
徒
の
話
す

「母
語
」
に

配
慮
し
た
説
明
を
し
て
、
こ
の
問
題
は
す

ぐ
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
状

は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
生

徒
が

「あ
な
た
の
英
語
は
間
違

っ
て
い
る

か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
し
ゃ
べ
り
な
さ
い
」
と

叱

（
し
か
）
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。

「自
人
生
徒
に
は
わ
か
る
の
に
、
な
ぜ
私

だ
け
は
理
解
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
」
と
黒

人
生
徒
が
落
ち
込
み
、
彼
ら
が
や
が
て
や

る
気
を
な
く
す
の
も
無
理
の
な
い
話
だ
と

い
え
る
。

無
意
味
な
「方
言
か
言
語
か
」

と
こ
ろ
が
今
回
の
論
争
で
は
、
マ
ス
コ

ミ
は
こ
う
し
た
深
刻
な
実
情
を
無
視
し

て
、

「
エ
ボ
ニ
ッ
ク
ス
は
方
言
な
の
か
、

言
語
な
の
か
」
と
い
う
無
意
味
な
議
論
だ

け
を
展
開
し
て
い
る
。

か
つ
て
、
沖
縄
の
こ
と
ば
を

「琉
球
方

言
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
、

「琉
球
語
」
と
呼

ぶ
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
あ

っ
た
。
名
称

は
何
で
あ
れ
、
沖
縄
の
こ
と
ば
と
本
土
の

こ
と
は
が
歴
史
的
に
姉
妹
語
の
関
係
に
あ

る
と
い
う
事
実
に
変
わ
り
は
な
い
。
私
は

十
年
前
に
、
大
阪
で
暮
ら
す
沖
縄
串
身
者

と
そ
の
子
孫
を
対
象
に
面
接
調
査
を
試

み
、
こ
と
は
の
名
称
よ
り
も
さ
ら
に
深
刻

な
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ

は
、
方
言
を
理
由
に
仕
事
や
住
居
を
断
ら

れ
た
り
、
な
ま
り
を
笑
わ
れ
て
仲
間
外
れ

に
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

「方

言
差
別
」
の
事
実
が
あ

っ
た
こ
と
だ
。

「
エ
ボ
ニ
ッ
ク
ス
」論
争
の
背
景
に
は
、

こ
う
し
た
方
言
差
別
の
問
題
も
あ
る
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。
黒
人
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
就
職
な
ど
の
面
で
差
別
を
行
え
ば
、

雇
用
者
は
人
権
侵
害
で
訴
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
標
準
英
語
が
話
せ
な
い
と
い
う
理

由
な
ら
ば
人
権
侵
害
と
は
い
え
ず
、
黒
人

は
泣
き
寝
入
り
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
よ

う
な
現
状
を
ふ
ま
え
、
教
育
現
場
で
は
、

母
方
言
に
対
し
て
自
信
を
持
た
せ
つ
つ
、

フ
ォ
ー
マ
ル
な
実
社
会
で
は
や
は
り
標
準

英
語
が
要
求
さ
れ
る
の
だ
と
、

一
見
矛
盾

す
る
事
実
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
い
か
に
教
育
や
政
策
が

う
め
て
い
く
の
か
と
い
う
難
題
に
今
、
ア

メ
リ
カ
政
府
は
直
面
し
て
い
る
。

同
化
に
よ
る
社
会
維
持
に
変
化

な
ぜ
、
ア
メ
リ
カ
で
黒
人
英
語
と
い
う

方
言
を
考
慮
し
た
教
育
の
問
題
が
こ
れ
ほ

ど
猛
烈
な
議
論
に
発
展
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
の

一
因
は
、
主
流
を
占
め
る
Ｗ
Ａ

Ｓ
Ｐ

（
ワ
ス
プ
）
と
呼
ば
れ
る
イ
ギ
リ
ス

系
ア
メ
リ
カ
人
が
、
国
民
の
極
端
な
多
様

化
を
恐
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
は

「人
種
の
る
つ
ば
」
と
言
わ
れ
て
き

た
。
こ
の
言
葉
は
、
ア
メ
リ
カ
は
様
々
な

マ
化
を
持
つ
を
民
が
集
ま

っ
て
で
き
た
国

で
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、
現
実
で

は
そ
れ
ぞ
れ
の
移
民
が
祖
国
の
文
化
や
言

語
を
伝
承
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
捨

て
て
ワ
ス
プ
社
会
に
同
化
し
て
き
た
の

だ
。こ

れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
イ

ギ
リ
ス
系
の
人
々
が
多
数
を
占
め
て
い
な

い
地
域
で
も
、
黒
人
や
ヒ
ス
パ

ニ
ッ
ク
の

よ
う
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
自
人
に
歩
み

寄

っ
て
、
社
会
体
制
の
現
状
維
持
が
で
き

た
。
し
か
し
近
年
、

「
エ
ボ
ニ
ッ
ク
ス
」

教
育
に
象
徴
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
多
様
化

に
対
し
て
、
ワ
ス
プ
の
多
く
は
恐
怖
を
隠

し
き
れ
な
い
で
い
る
。
こ
う
し
た
言
語
政

策
の
問
題
は
、
二
十

一
世
紀
を
迎
え
よ
う

と
す
る
ア
メ
リ
カ
が
抱
え
る
最
大
の
社
会

問
題
の
ひ
と
つ
だ
。

Daniel Long

1963年 、米 国テ ネ シ

ー州 生 まれ 。 テ ネ シー

州 立大 学卒 。 82年に来

日して 国際基 督 教 大 学

な どに留 学 。大 阪樟 蔭

女 子大 学 専 任 講 師 を経

て 96年か ら現 職 。共 著

に 『社 会 言 語 学 図集 』

『 新・ 方 言 学 を学 ぶ人

のために』など。

標準英語とのギャップ難題

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
日
本
語
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授
（社
会
言
語
学
）

背
景
に
多
様
化
恐
れ
る
ワ
ス
プ


