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本
国
内
に
住
む
人
で
、
日
本
語
以
外
の
一一呈
鮨

を
日
常
的
に
話
し
て
い
る
人
は
、
数
多
く
い

る
。
世
界
的
に
見
て
、
異
民
族
や
少
数
派
の

〓
塁
ｍ
は
、
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
つ
は
、

多
数
の
人
々
が
来
る
以
前
か
ら
い
た
集
団
だ
。
南
北
ア

メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
イ
ア
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ボ

リ
ジ
ニ
ー
、
日
本
の
ア
イ
ヌ
な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
。
も

つヽ
一
つ
は
、
後
か
ら
来
た
い
わ
ゆ
る

「移
民
」
だ
。
日

本
の
場
合
は
、
朝
鮮
半
島
の
人
々
、
華
僑
、
プ
ラ
ジ
ル

人
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
つヽ
し
た
異
民
族
コ
ミ
ユ
ニ

テ
ィ
の
言
語
の
使
い
分
け
や
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
、
彼

ら
が
使
用
し
て
い
る
日
本
語
の
特
徴
と
い
つ
た
課
題

は
、
当
然
、
日
本
語
教
育
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

一
方
、
日
本
国
外
で
も
、
日
本
語
と
他
の
言
語
を
両

方
使
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
々
が
い
る
。
海
外
に
移
民

し
た
日
系
入
や
そ
の
子
孫
、
旧
植
民
地
に
住
む
人
々
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
こ
こ
で

も
現
在
の
日
本
馬
教
育
で
応
用
可
能
な
事
実

・
情
報

・

発
見
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　
一
つ
の
例
と
し
て
日

本
語
の
人
称
代
名
詞
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

以
前
こ
こ
で
紹
介
し
た
小
笠
原
諸
島
の
欧
米
系
島
民

が
話
す
日
本
語
で
は
、　
一
人
称
と
し
て
日
の
が
使
わ
れ

て
お
り
、
二
人
称
は
る
ｏ
だ
ｏ
島
民
は
外
部
の
人
間
と

し
ゃ
べ
る
と
き
に
は
ワ
タ
シ
、
オ
レ
な
ど
を
使
つヽ
か
ら
、

日
本
語
の
単
語
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
に

そ
の
わ
け
を
聞
く
と
、
「日
本
語
の
人
称
代
名
詞
は
複

雑
す
ぎ
る
、
い
ち
い
ち
考
え
て
選
ぶ
の
は
面
倒
く
さ
い
」

と
は
っ
き
り
言
う
。
ち
な
み
に
、
複
数
形
は
英
語
の

で
０
で
は
な
く
、
日
本
語
の

「ら
」
が
付
い
て
日
ｏ
・譴

と
な
る
。
所
有
格
も
曰
く
な
ど
の
英
単
語
で
は
な
く
、

「日
０
●
ｏ
０
８
こ

な
ど
と
言
う
。
し
か
し
鷲
く
こ
と

に
、
小
笠
原
と
全
く
縁
の
な
い
カ
ナ
ダ
西
海
岸
の
バ
ン

ク
ー
バ
ー
と
東
部
の
ト
ロ
ン
ト
の
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ

で
も
、
日
本
語
の
一
人
称
と
し
て
８
ｏ
が
使
わ
れ
て
い

る
。
ハ
ワ
イ
の
日
系
人
の
間
で
も
同
様
の
使
い
方
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
は
た
だ
の
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
大
阪
大
学
の
簡
月
真
さ
ん
が
台
湾
で
継
続
的

に
行
っ
て
い
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
も
、
似
た
よ
う

な
現
象
が
見
ら
れ
る
。
闘
南
語
（台
湾
語
）を
母
語
と
す

る
お
年
寄
り
が
日
本
語
を
話
す
時
、　
一
人
称
に
ワ
タ
シ

や
オ
レ
で
は
な
く
闘
南
語
の
一
人
称
Ｂ
”
を
使
う
こ
と
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が
わ
か
っ
た
。　
一
方
、
原
住
民
の
ア
ミ
族
や
ブ
ヌ
ン
族

は
互
い
の
母
語
が
通
じ
合
わ
ず
、
中
に
は
闘
南
語
も
北

京
語
も
話
せ
な
い
た
め
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
い
ま
だ
に
日
本
語
に
頼
っ
て
い
る
人
が
い
る
。
驚

く
こ
と
に
、
そ
の
人
た
ち
の
日
本
語
で
も

一
人
称
が
ほ

と
ん
ど
も

，
と
な
っ
て
い
る
。
関
南
語
ネ
イ
テ
ィ
プ
だ

け
で
な
く
、
聞
南
語
が
話
せ
な
い
原
住
民
族
の
日
本
語

に
も
”
８
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
同
様
に
二

人
称
は
〓
が
使
わ
れ
る
。
小
笠
原
や
カ
ナ
ダ
、
ハ
ワ
イ

で
使
わ
れ
る
日
ｏ
と
異
な
る
の
は
、
屈
折
の
場
合
だ
。

例
え
ば
、
複
数
形
の
場
合
、
関
南
語
の
複
数
形
ご
●
が

そ
の
ま
ま
使
わ
れ
る
し
、
所
有
格
も
闘
南
語
の
文
法
に

従
い
、

”
８
●
（私
の
）と
一〓
（あ
な
た
の
）
に
な
る
。

ま
た
、
古
く
か
ら
横
浜
に
住
む
華
僑
た
ち
の
日
本
語

に
は
、
中
国
語
の
■
ｏ
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
最
近
、
東
大
の
野
村
和
之
さ
ん
の
研
究
で
明
ら
か
に

な
っ
た
。
二
人
称
も
中
国
語
の
Ｌ
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
横
浜
チ
ャ
ン
ポ
ン
語
の
場
合
も
、
台
湾
と
同
様
、

複
数
形
は
原
語
の
形
、
つ
ま
り
中
国
語
の
■
ｏ
８
ｏ

，

ュ
日
ｏ●
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
北
東
部
の

サ
ハ
リ
ン
州
に
お
け
る
日
本
語
の
残
存
状
況
を
調
査
し

て
い
る
朝
日
祥
之
さ
ん
の
研
究
で
は
、
そ
こ
に
住
む
朝

鮮
系
の
お
年
寄
り
が
日
本
語
を
話
す
と
き
、
ロ
シ
ア
語

の
一
人
称
す
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ど

う
も
、
小
笠
原
以
外
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
社
会
で
も
日
本

語
の
人
称
代
名
詞
が
避
け
ら
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。

以
上
の
例
か
ら
ヽ
日
本
語
と
他
の
言
語
が
使
わ
れ
て

い
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
日
本
語
の
一
人

称
の
使
用
が
避
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
、

日
本
語
教
育
現
場
で
仕
事
を
し
て
い
る
私
た
ち
と
ど
う

関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
の
話
の
応
用

法
を
ち
ょ
っ
と
探
っ
て
み
よ
う
。

一
つ
に
は
、
「私
の
授
業
を
受
け
て
い
る
学
生
は
日

本
語
の
一
人
称
の
使
用
　
選
択
で
送
っ
て
い
る
の
で
な

い
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

長
期
的
に
日
本
語
を
使
っ
て
い
る
上
記
の
言呈
ロ
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
さ
え
日
本
語
の
一
人
称
の
使
用
が
面
倒
く
さ

い
の
な
ら
ば
、
短
期
間
し
か
日
本
語
と
接
し
て
い
な
い

学
習
者
は
、
な
お
さ
ら
悩
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

授
業
で

「
ワ
タ
シ
、
ワ
タ
ク
シ
、
ア
タ
シ
、
ポ
ク
、
オ

レ
、
ワ
タ
シ
タ
チ
、
ワ
レ
ワ
レ
」
な
ど
の
特
徴
や
使
い

分
け
に
つ
い
て
説
明
し
た
つ
も
り
で
も
、
学
習
者
に
と

っ
て
そ
の
情
報
を

一
気
に
吸
収
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ

う
。
ど
う
だ
ろ
スヽ

周
り
の
初

・
中
級
の
男
性
学
生
で

「オ
レ
」
を

「大
人
の
男
性
の
使
う
こ
と
ば
」
だ
と
解

釈
し
、
フ
オ
ー
マ
ル
な
場
面
で
も

「オ
レ
」
を
や
た
ら

に
使
う
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
異
性
の
教
師
と
話
す

と
き
に

「
ア
タ
シ
」
を
連
発
す
る
学
生
は
い
な
い
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
、
同
年
の
男
性
友
達
と
話
す
の
に
も
、

自
分
の
こ
と
を

「
ワ
タ
シ
」
と
言
っ
て
変
な
目
で
見
ら

れ
て
い
る
男
子
生
徒
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

代
名
詞
の
使
用
は
敬
語
の
そ
れ
と
似
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
人
は
よ
く

「日
本
語
の
敬
語
は

難
し
い
だ
ろ
う
」
と
言
う
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
難
し

い
と
感
じ
る
の
は
、
お
そ
ら
く

「拝
見
す
る
、
見
る
、

ご
覧
に
な
る
」
の
よ
う
な
語
彙
、
あ
る
い
は

「社
長
は

お
り
ま
せ
ん
」
な
ど
の
謙
譲
語
の
問
題
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
実
は
、
我
々
外
国
人
学
習
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
以

上
に
頭
を
悩
ま
せ
る
の
は
、
こ
う
し
た
文
法
的
問
題
よ

り
も
、
ゼ
ミ
の
コ
ン
バ
で
一
緒
に
な
っ
た
八
歳
年
上
の

先
輩
に
向
か
っ
て
敬
語
を
使
う
べ
き
か
ど
う
か
と
い

う
、
相
手
や
場
面
を
め
ぐ
る
問
題
な
の
だ
。

D″ηルノニθ%婆ζ
● R O r:L E

ダニエル・ロング
1“J■ アメリカ‐テネシー州生まれ

,982●、関西外国語大ま 国際基誉教大学へ留学。

大豚大学大学院修士譲程‐博士諄理機了、博Jra(文→ 取得。

1991年から大阪棒饉女子大学日本語研究センター講肛 勁教授。

1999tか ら東京都立大学人文字部助教授(国文字研究室)。

一

''“
″/F″ ,υ

"´
●●

www ac cO,prjpn/61


