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日
本
語
の
非
母
語
話
者
を
研
究
対
象
に
し
た
新
し
い
社
会
言
語
学
の
可
能
性

ダ

ニ

エ
ル

・
ロ
ン
グ

一　

問
題
の
所
在

本
稿
で
は
、
「非
母
語
話
者
」
を
対
象
に
す
る
と
い
う
社
会
言
語
学
の
新
し
い
視
点
を
模
索
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
社
会
言
語
学
で
は
、

「母
語
話
者
」
が
対
象
の
中
心
で
あ
つ
た
。
伝
統
的
な
方
言
で
は
地
元
出
身
者
の
み
を
被
調
査
者
に
し
た
。
日
本
で
こ
れ
は

「生
え
抜
き
」

と
い
う
表
現
を
使

っ
て
き
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
Ｚ
Ｏ
”
‘
、　
つ
ま
り
●
ｏ●
‐８
ｏＯ
】●

ｏ【，

日
ヽ
一
８

，
お

（非
移
住
者
、
老
年
　
田
舎

生
活
者
、
男
性
）
と
い
う
頭
文
字
語
が
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
立
場
を
重
視
し
た
の
は
方
言
学
だ
け
で
は
な
い
。
社
会
方
言
学
的
方

法
論
を
開
拓
し
た
ラ
ボ
フ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
調
査

（
一
九
六
〇
年
代
）
で
も
生
え
抜
き
が
調
査
対
象
と
な
つ
た
。
調
査
地
の
人
口
の
多
く

が
、
非
生
え
抜
き
ど
こ
ろ
か
、
英
語
の
非
母
語
話
者
で
あ
る
こ
の
町
で
こ
う
し
た
調
査
が
行
わ
れ
た
の
は
意
外
で
あ
る
。

非
母
語
話
者
を
研
究
対
象
に
す
る
分
野
と
い
う
と
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
中
間
言
語
研
究
だ
と
思
わ
れ
る
。
「中
間
言
語
」
と
は
、

外
国
語
学
習
の
間
違
い
を
分
析
し
、
そ
の
間
違
い
の
中
の
規
則
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
分
野
で
あ
る
。
誤
用
が
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、

規
則
性
の
あ
る
も
の
だ
と
分
か
れ
ば
、
よ
り
効
率
の
い
い
学
習
環
境
を
作
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
有
意
義
な
研
究
で
あ
る
。

し
か
し
、
「非
母
語
話
者
」
が
す
べ
て

「外
国
人
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
国
の
標
準
語
を
覚
え
る
方
言
話
者
も
、　
一
種
の

「非
母
語
話
者
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
要
す
る
に
、
東
京
以
外
の
と
こ
ろ
で
言
語
形
成
期
を
過
ご
し
た
人
の
東
京
語
習
得
を
研



究
対
象
に
す
る
こ
と
も
役
立
つ
。
こ
れ
は
現
代
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
も
面
白
い
観
点
で
あ
る
。

一
一　
日
本
語
の
歴
史
に
見
ら
れ
る
非
母
語
話
者

の
影
響

縄
文
人
が
暮
ら
し
て
い
た
日
本
列
島
に
入
っ
て
き
た
弥
生
人
が
同

一
の
言
語
を
話
し
て
い
た
と
は
極
め
て
考
え
に
く
い
。
さ
て
、
ど
ち

ら
の
こ
と
ば
が
日
本
社
語
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
１
と
図
２
の
よ
う
に
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

図
１
で
、
音
の
日
本
語
を
話
し
て
い
た
の
は
縄
文
人
で
あ
り
、
別
の
言
語

（仮
に

「弥
生
語
」
と
呼
ぶ
）
を
話
し
て
い
た
弥
生
人
が
入
っ

て
き
た
。
図
２
は
、
逆
に
弥
生
人
が
ア
ジ
ア
大
陸
で
話
し
て
い
た
こ
と
ば
が
日
本
祖
語
で
あ
り
、
別
の
言
語

（仮
に

「縄
文
語
」
と
呼
ぶ
）

が
そ
れ
ま
で
日
本
列
島
で
話
さ
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
縄
文
人
と
弥
生
人

の
両
方
が
話
し
て
い
た
こ
と
ば
が
そ
の
後
の
日
本
語
と
は
か
な
り
違
う
言
語
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
二
つ
の
言
語
が
混
ざ
っ
た
結
果
、

図1 弥生人が外国語として習つた縄文語

が古代日本語になったという仮説

図2 縄文人が外国語として習つた弥生語

が古代日本語になつたという仮説

図3 弥生語と縄文語が混ざった結果

古代日本語ができたという仮説

日本語
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な
か
つ
た
日
本
語
が
生
ま
れ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る

（図
３
）。

し
て
も
、
日
本
語
が
形
成
さ
れ
た
過
程
で
非
母
語
話
者
た
ち
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

る
現
象
が
起
き
た
と
し
て
も
、
何
世
紀
も
前
の
話
で
当
然
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
仮
説
を
追
究
す

ろ
う
か
。
最
も
有
効
な
方
法
は
、
近
現
代
の
非
母
語
話
者
に
見
ら
れ
る
様
々
な
傾
向
を
つ
か
み
、
そ
の
名
残
と
考
え
ら
れ
る

の
日
本
語
に
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
の
後
半
で
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
前

歴
史
的
研
究
に
お
け
る

「非
母
語
話
者
」
研
究
の
応
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
探
つ
て
い
き
た
い
。

の
方
言
が
形
成
さ
れ
た
歴
史
に
も
非
母
語
話
者
が
果
た
し
た
役
割
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
、
従
来
の
方
言
形
成
の

４
に
表
し
た
。

富
山
方
言

東
京
方
言

首
里
方
言

富
古
島
方
言

三百
Ｂ

方
言
Ａ

時
鵬
の
経
過

こ
の
考
え
方
で
は
、
昔
、
日
本
祖
語
と
い
う
言
語
が
話
さ
れ
て
い
た

（こ
こ
で

「昔
」
と
言
つ
て
も
、
図
１
や
図
２
、
図
３
で
日
本
語
が
形
成

さ
れ
た
後
の
時
代
で
あ
る
）。
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
列
島
各
地
に
散
ら
ば

つ
て
住
ん
で
い
る
人
々
の
日
本
語
が
変
化
す
る
。
離
れ
ば
な
れ

に
な
つ
て
い
る
の
で
、
同

一
の
方
向
に
変
化
す
る
必
然
性
が
な
く
て
、
年
月
が
経
つ
に
つ
れ
、
違

つ
た
方
言

へ
と
進
化
す
る
。
や
が
て
、

図4 日本祖語の技分かれによっ

て形成された諸方言

弥生語

図5 枝分かれと接触によって

形成された諸方言

方
言
Ｅ

方
言
Ｄ

方
言
Ｃ方

言
ｒ

時
間
の
経
過



宮
古
島
方
言
や
首
里
方
言
、
東
京
方
言
、
富
山
方
言
、
秋
田
方
言
な
ど
形
成
さ
れ
た
。

し
か
し
、
方
言
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
す
べ
て
が
こ
の
枝
分
か
れ
モ
デ
ル
で
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
言
語
と
の
接
触
に
よ
つ
て

形
成
さ
れ
た
方
言
も
あ
る
。
現
在
の
ハ
ワ
イ
英
語
は
、　
ハ
ワ
イ
先
住
民
や
日
本
、
韓
国
、
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
各
国
か
ら
の
移
民
が
第
二
言

語
と
し
て
覚
え
た
英
語
の
特
徴
が
結
晶
し
た
の
が
起
源
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
方
言
の
英
語
も
ケ
ル
ト
語
を
母
語
と
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
人
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
征
服
さ
れ
た
と
き
に
第
二
言
語
と
し
て
習
得
し
た
英
語
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。

〓
一　
現
代
諸
方
言
の
形
成
過
程
に
見
ら
れ
る

「非
母
語
話
者
」
の
影
響

こ
の
よ
う
に
非
母
語
話
者
の
存
在
が
方
言
形
成
の
背
景
に
あ
る
と
い
う
の
は
け
つ
し
て
珍
し
い
現
象
で
は
な
い
。
別
の
言
語
と
日
本
語

が
混
ざ
っ
た
結
果
で
き
た
方
言
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
金
田

一
京
助
は

一
九
二
四
年
の
論
文
で
、
現
代
の
東
北
方
言
は
、
そ
の
昔
ア
イ

ヌ
語
を
母
語
と
す
る
人
た
ち
が
日
本
語
を
習
得
し
た
結
果
生
ま
れ
た
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
。
（結
論
は
否
定
的
だ
が
、
こ
う
し

た
問
題
を
検
証
し
て
い
る
こ
と
じ
た
い
が
興
味
深
い
）。
ま
た
、
日
本
海
側
地
域
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
言
語
的
特
徴

（例

え
ば

「ア
ユ
ノ
カ
ゼ
」
と
い
つ
語
葉
の
使
用
な
ど
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
昔
、
そ
の
一
帯
で
ヤ
マ
ト
文
化
と
は
別
の
言
語
が
使
わ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る
。
富
山
県
出
身
の
真
田
信
治
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

方
言
研
究
者
、
室
山
敏
昭
さ
ん
は
、
こ
の
ア
ユ
ノ
カ
ゼ
と
い
う
風
名
は
、
大
和
や
奈
良
の
中
央
の
言
語
文
化
と
は
ま
っ
た
く
関
係

の
な
い
、
さ
ら
に
古
い
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
、
こ
の
列
島
に
お
け
る
基
層
言
語
、
そ
れ
も
出
雲
地
方
を
中
心
に
定
住
し
た
と
推
定
さ

れ
る
海
人
の
流
れ
を
引
く
言
語
文
化
を
特
徴
付
け
る
重
要
な
指
標
の
一
つ
で
、
多
元
的
な
原
始
日
本
語
の
き
わ
め
て
貴
重
な
痕
跡
を

示
す
表
象
と
推
定
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（真
田
二
〇
〇
二
二
一五
頁
）

ま
た
、
山
形
県
出
身
の
井
上
史
雄
が
、
東
北
方
言
に
孤
例

（
つ
ま
り
、
語
彙
的
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
次
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の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
語
の
話
し
手
が
東
北
地
方
に
住
ん
だ
の
は
、
九
州
に
住
ん
だ
の
よ
り
ず
つ
と
遅
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

弥
生
文
化
の
担
い
手
が
九
州
に
上
陸
し
て
以
来
、
ア
イ
ヌ
語
の
話
し
手
が
東
に
、
北
に
追
い
上
げ
ら
れ
る
過
程
が
、
二
千
年
以
上
に

わ
た
っ
て
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
九
州
に
く
ら
べ
て
東
北
で
は
年
月
が
経
っ
て
い
な
い
分
、
方
言
の
分
岐
が
少
な
い
と
説
明
で
き

Ｚ

り

。

（井
上
一
九
九
二
¨
六
一
頁
）

一
般
的
に
言
え
ば
、
方
言
的
バ
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
が
少
な
い
地
域
は
、
そ
の
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
時
代
が
浅
い
。
英
語
の
歴
史
が
千
数

百
年
も
あ
る
イ
ギ
リ
ス
に
比
べ
て
、
数
百
年
し
か
な
い
北
米
の
方
は
方
言
的
バ
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
が
少
な
い
。
広
い
北
海
道
で
も
方
言
的
差

異
が
ほ
と
ん
ど
な
い
原
因
も
、
そ
こ
で
日
本
語
が
話
さ
れ
て
い
る
歴
史
が
浅
い
こ
と
に
あ
る
。

中
井
精

一

（二
〇
〇
四
ｂ
¨
六
九
頁
）
に
よ
る
と
、
コ
ヽ
の
地
域
方
言
の
分
布
特
徴
を
も
と
に
し
た

「富
山
独
自
」
の
要
素
あ
る
い
は

「東
日
本
」
的
な
要
素
と
は
い
つ
た
い
ど
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
い
ま
だ
明
確
な
解
答
を
導
く
こ
と
が
で

き
な
い
で
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
「中
央
文
化
」
波
及
以
前
か
ら
の
日
本
の
基
層
文
化
に
つ
な
が
る
古
い
文
化
要
素
の
可
能

性
も
あ
る
」。

音
声
面
に
お
け
る
例
も
あ
る
。
日
本
海
地
域
の
音
声
が
古
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
中
井
精

一
（二
〇
〇
四
ａ
■
二
人
頁
）
が
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
語
音
韻
の
特
殊
な
地
域
性
に
つ
い
て
は
、
縄
文
時
代
以
来
の
古
い
言
語
音
を
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
か
な
り
近

い
か
た
ち
で
残
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
と
、
弥
生
時
代
以
降
に
近
畿
か
ら
地
方
に
向
け
て

「日
本
文
化
」
と
と
も
に
送
り
込
ま
れ

た

「中
央
日
本
語
」
が
入
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
た
、
言
語
接
触
に
伴
う
新
し
い
変
化
と
見
る
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
た
だ
、
ど

ち
ら
の
考
え
に
た
つ
に
し
て
も
、
こ
う
い
つ
た
音
声
的
特
色
を
見
せ
る
地
域
は
、
近
畿
を
中
心
と
し
た

「中
央
日
本
語
」
と
は
異
な



る
言
語
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
中
井

（二
〇
〇
一こ

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ス
ィ
ス
イ
舞
を
見
る
」
と
い
う
よ
う
な
出
雲
や
東
北
に
つ
な
が
つ
て
い
く
よ
う
な
言
い
方
は
、
記
紀
な
ど
に
よ
つ
て
も
出
雲
と

越
中

・
能
登
が
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
か
ら
共
通
性
は
理
解
さ
れ
る
の
で
す
が
、
弥
生
時
代
が
始
ま
る
以
前
に
こ
れ
ら
の
地
域
が

共
通
し
た
文
化
要
素
を
も
つ
て
い
て
、
そ
の
共
通
し
た
発
音
の
残
存
が
中
舌
母
音
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。　
つ
ま
り
縄
文
時
代
に
培
わ

れ
た
地
域
間
交
流
や
日
本
海
地
域
の
特
性
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
た
縄
文
日
本
語
の
残
存
が
こ
れ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
真
田
信
治

（二
〇
〇
二
〓
〓
一頁
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ア
ク
セ
ン
ト
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
ズ
ー
ズ
ー
弁
的
音
韻
規
則
に
し
ろ
、
そ
の
存
在
、
非
存
在
に
つ
い
て
言
語
外
的
な
環
境
か
ら

の
説
明
が
つ
か
な
い
と
い
う
点
で
、
こ
れ
は
中
央
日
本
語
が
伝
播
す
る
以
前
の
わ
が
列
島
周
縁
部
で
の
基
層
の
音
的
フ
イ
ル
タ
ー
で

は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
の
分
布
領
域
が
北
関
東
か
ら
東
北
、
北
陸
、
そ
し
て
出
雲

へ
と
連
続
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ

ま
す
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
現
在
の
日
本
海
地
域
諸
方
言
を
見
れ
ば
、
昔
そ
こ
に
い
た
人
々
が
日
本
語
を
第
二
言
語
と
し
て
覚
え
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
さ
れ
る
。
外
国
人
が
自
然
習
得
に
よ
つ
て
外
国
語
を
覚
え
る
と
、
そ
の
複
雑
な
文
法
規
則
が
う
ま
く
把
握
し
切
れ

ず
、
そ
れ
を
単
純
化
し
た
形
で
使
用
す
る
と
い
う
現
象
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
日
高
水
穂

（二
〇
〇
四
）
の
研
究
で
こ
う
し
た
文
法
体

系
の
単
純
化
が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
秋
田
県
本
荘
方
言
で
あ
る
。
以
下
の
表
１
を
見
よ
う
。

一
見
す
る
と
、
標
準
語
よ
り
も
複
雑
に
見
え
る
。
標
準
語
は
語
幹
と
し
て

「し
」
と

「す
」
の
二
つ
し
か
持
た
な
い
の
に
比
べ
て
、
本

荘
方
言
で
は

「さ
、
し
、
す
、
せ
、
そ
」
の
全
て
が
語
幹
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
こ
の
方
言
で
は

「す
る
」
と
い

う
動
詞
が
五
段
化
し
て
い
る
。
「話
す
」
や

「越
す
」
の
活
用
は
語
幹
の

「は
な
～
」
や

「こ
～
」
に
、
表
１
と
同
じ
語
尾
が
付
く
わ
け
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表
―
　
秋
田
県
本
荘
方
言
と
東
京
語
に
お
け
る

「す
る
」
の
活
用
バ
ラ
タ
イ
ム

（
日
高
水
穂
二
Ｏ
〇
四
）

東
一　
京
　
語

本

荘

方

言

し
な

い

サ
ネ

|

否
　
　
定

し

た
シ

タ

過
　
　
去

す
る

ス

終

　

止

す
る

ス

連

　

体

す
れ
ば

セ

バ

仮

　

定

し

ろ セ

命

　

令

し
よ
う

ソ

ー

意

　

志

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
変
動
詞
を
五
段
動
詞
と
同
様
な
活
用
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

一
つ
械
一ら
し
、
文
法
体
系

全
体
の
単
純
化
が
果
た
さ
れ
た
。
論
文
で
日
高
は
控
え
め
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
が
、
日
頭
発
表
で
、
こ
の
文
法
的
単
純
化
の
原
因
と

し
て
、
大
和
政
権
の
こ
と
ば

（日
本
語
）
と
は
別
の
文
法
体
系
を
持

つ
人
々
が
日
本
語
を
第
二
言
語
と
し
て
習
得
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
と
指
摘
し
て
い
る

（日
高
二
〇
〇
一３
。

以
上
、
色
々
な
時
代
や
場
所
で
言
語
習
得
が
起
き
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
よ
り
科
学
的
に
検
討
す
る
に
は

ど
う
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

「起
き
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
言
語
習
得
は
い
ず
れ
も
数
百
年
前
に
起
き
て
い
る

の
で
、
調
べ
得
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
起
き
つ
つ
あ
る
言
語
習
得
現
象
を
細
か
く
分
析
す
れ
ば
、
過
去
に
起
き
た
現

象
の
分
析
に
も
役
立
つ
。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
言
語
学
者
ウ
イ
リ
ア
ム

・
ラ
ボ
フ
が
言
う

炎Ｃ
の５
”

，
ｏ
つ
９ヽ
ｏ
ヨ

Ｓ

Ｃ
●
０
０
４
２
邑

，
①

”
３
「

で
あ
る
。
以
下
で
、
現
在
の
非
母
語
話
者
に
見
ら
れ
る
傾
向
を
考
え
た
い
と
思
う
。

四
　
現
在
各
地
の

「非
母
語
話
者
」
の
間
で
起

こ
り

つ
つ
あ
る
ネ
オ
方
言
化

日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
人
が
話
す
日
本
語
の
こ
と
を

「中
間
言
語
」
と
言
う
。　
一
方
、
似
た
よ
う
に
、
東
京
語
を
母
語
と
し
な
い
人

が
東
京
語

（標
準
語
）
を
習
得
す
る
と
き
に
そ
の
地
方
語
の
特
徴
が
残
る
と
い
う
現
象
が
た
び
た
び
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
真
田
信
治
が
言

う

「ネ
オ
方
言
」
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の

「非
母
語
話
者
」
の
研
究
で
、
中
間
言
語
と
ネ
オ
方
言
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を
探
る
こ
と
が
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重
要
に
な
つ
て
く
る
。
外
国
人
の
日
本
語
習
得
に
よ
る
中
間
言
語
現
象
の
具
体
例
を
の
ち
に
見
る

が
、
そ
の
前
に
、
様
々
な
地
方
語

（方
一こ

を
母
語
と
す
る
人
が
標
準
語
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
生
じ
る

「ネ
オ
方
言
」
の
具
体
例
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
九
州
北
部
で
使
用
さ
れ
る

「ア
ッ
テ
ル
」
と
い
う
語
形
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「今
運
動
会
が
あ
っ
て
い
る
」
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
こ
の
地
域
の
伝
統
方
言
の
文
法
で
は

「ア

リ
ヨ
ル
」
と
い
う
、
存
在
動
詞

「ア
ル
」
に
継
続
態

（進
行
態
）
の
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現

「～
コ
ル
」

が
付
く
こ
と
が
あ
り
得
る
。
も
ち
ろ
ん
、
標
準
語
で
は
、
「あ
る
」
は
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現
は
付
か

な
い
が
、
こ
の
地
域
で

「遊
び
よ
る
」
や

「食
べ
よ
る
」
と
い
う
伝
統
方
言
形
式
が
標
準
語
の

「遊
ん
で
る
」
や

「食
べ
て
る
」
に
変
え
ら
れ
る
と
い
う
変
換
規
則
を
こ
の
地
域
の
話
者
が
持

っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
変
換
規
則
の
過
剰
般
化
に
よ
つ
て
、
標
準
語
と
伝
統
方
言
の
両
方
に
見
ら

れ
な
い
形
式

「ア
リ
ヨ
ル
」
が
誕
生
し
て
い
る

（陣
内
正
敬
一
九
九
六
）。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
東

京
語
を
母
語
と
し
な
い
話
者
た
ち
の
言
語
習
得
に
よ
つ
て
生
じ
た
現
象
で
あ
る
。

熊
本
で
、
「楽
イ
」
や

「変
ナ
イ
」
の
よ
う
な
形
式
が
み
ら
れ
る
。
東
京
語
で
は

「楽
な

・
変

な
」
は
形
容
動
詞
で
、
「う
ま
い
」
な
ど
の
形
容
詞
と
は
違
う
活
用
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
地
域

で
は

「
ヘ
ン
ナ
カ

・
ウ
マ
カ
」
の
よ
う
に
同

一
の
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
方
言
の

「力
」
を

「
い
」
に
変
え
る
と
東
京
語
に
な
る
と
い
う
意
識
か
ら
こ
う
し
た
ネ
オ
方
言
語
形
が
生
ま
れ
た

（吉
岡
泰
夫
一
九
九
〇
）。
鹿
児
島
で
、
「ヤ
ス
ク
デ
譲
っ
て
も
ら
つ
た
」
と
い
う
使
い
方
が
見
ら
れ

る

（木
部
暢
子
一
九
九
五
）
が
、
こ
れ
も
地
元
の
話
者
が
東
京
語
を
第
二
方
言
と
し
て
習
得
し
た
際

図6 津軽など使われる「なくしようJと いう表現の実例
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に
生
じ
た

一
種
の
中
間
言
語
形
式
と
言
え
る
。
「先
輩
か
ら
文
句
シ
ャ
ベ
ラ
レ
マ
シ
タ
」
や

「ナ
ク
シ
ヨ
ウ
」
と
い
う
津
軽
の
ネ
オ
方
言

も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

（佐
藤
和
之
一
九
九
六
）。
東
北
や
北
海
道
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
ナ
ク
シ
ヨ
ウ
は

「無
く
す
る
」
の
勧
誘
形
で
、

標
準
語
の

「無
く
そ
う
」
に
当
た
り
、
「財
布
を
無
く
す
」
の
よ
う
な
無
意
志
表
現
と
対
立
し
て
い
る

「意
識
的
に
無
く
す
」
場
合
に
使

わ
れ
る
。
後
者
は
以
下
の
図
６
で
分
か
る
よ
う
に
、
標
準
語
と
意
識
さ
れ
て
お
り
、
新
聞
の
社
説
の
よ
う
な
非
常
に
フ
オ
ー
マ
ル
な
書
き

言
葉
に
も
現
れ
る
。

の
ち
に
、
琉
球
語
諸
方
言

（沖
縄
本
島
や
奄
美
）
の
話
者
が
東
京
語
を
第
二
方
言

（第
壬
言
語
）
と
し
て
習
得
す
る
際
に
起
き
る
ネ
オ
方

言

（中
間
一一皇
じ

現
象
を
見
る
が
、
そ
の
前
に
外
国
人
が
日
本
語
を
習
得
す
る
と
き
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
特
徴
を
見
て
み
た
い
。

五
　
外
国
人
が
使
用
す
る
非
母
語
話
者
の
日
本
語

こ
こ
で
外
国
人
が
習
得
し
た
日
本
語
に
見
ら
れ
る
母
語
の
影
響

（母
語
の
干
渉
）
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

ま
ず
、
外
国
人
学
習
者
の
こ
と
ば
の
特
徴
を
、
母
語
が
直
接
影
響
を
与
え
て
い
る
場
合

（転
移
）
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
大
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
例
を
先
に
み
よ
う
。
中
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
、
様
々
な
母
語
を
持
つ
学
習
者
に
見
ら
れ
る
の
は
、

「美
し
い
ノ
絵
」
と
か

「勉
強
し
て
い
る
ノ
と
き
」
の
よ
う
に
、
修
飾
語

（修
飾
句
）
と
被
修
飾
語
を

「
の
」
で
結
ぶ
現
象
で
あ
る
。
上
記

の
二
つ
の
言
語
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
う
し
た
構
文
は
異
な
り
、
修
飾
語
と
被
修
飾
語
と
の
間
に
小
さ
な
単
語

（「の
」
の
よ
う
な
機
能
的
形

態
素
）
が
挟
ま
れ
る
か
ど
う
か
も
言
語
に
よ
つ
て
も
異
な
る
。　
つ
ま
り
、
こ
れ
は
母
語
の
直
接
の
影
響
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

「子
供
の
頃
」
「昼
の
番
組
」
の
よ
う
な
構
文
へ
の
類
推
に
よ
つ
て
、
日
本
語
の
文
法
規
則
を
外
国
人
が
誤
っ
て
拡
大
解
釈
を
し
て
し
ま
つ

た

「過
剰

一
般
化
」
が
原
因
だ
と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

非
母
語
話
者

（ノ
ン
ネ
ー
テ
イ
ブ
）
の
日
本
語
に
は
、
「ム
ズ
カ
シ
イ
デ
ン
タ
」
（難
し
か
っ
た
で
す
）
の
よ
う
な
誤
用
も
よ
く
見
ら
れ
る
。



こ
れ
も
母
語
の
直
接
の
転
移
で
は
な
く
、
自
分
に
と
っ
て
第
二
言
語
で
あ
る
日
本
語
の
ル
ー
ル
を
誤
解
し
て
い
る
過
剰

一
般
化
に
よ
る
。

つ
ま
り
、
「学
生
で
す
、
学
生
で
し
ょ
う
、
学
生
で
し
た
」
や

「静
か
で
す
、
静
か
で
し
ょ
う
、
静
か
で
し
た
」
が
文
法
的
に
合

っ
て
い

る
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
「難
し
い
で
す
、
難
し
い
で
し
ょ
う
、
難
し
い
で
し
た
」
と
い
う
文
法
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
作

っ
て
し
ま
う
。
こ

れ
も
過
剰

一
般
化
に
当
た
る
。

で
は
、
前
者
の
方
、
母
語
が
直
接
影
響
を
与
え
て
い
る
場
合
の

「転
移
」
の
例
を
見
よ
う
。

ロ
シ
ア
語
母
語
話
者
に
よ
る
日
本
語
の

「～
の
と
き
」
を
意
味
す
る
表
現
形
式
に
関
す
る
大
関
浩
美

公
一〇
〇
一こ

の
興
味
深
い
論
文
が
あ
る
。
こ
の
ロ
シ
ア
語
母
語
話
者
の
日
本

語
は
、
教
室
で
習
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
自
然
習
得
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
彼
女
の
日
本
語
に
は
、
「
い
つ
食
べ
る
、
し
ゃ
べ
っ

て
る
だ
め
」
（
つ
ま
り
、
「食
べ
て
い
る
と
き
に
し
や
べ
っ
た
ら
だ
め
」
の
意
味
）
や

「魚
、　
い
つ
近
い
、
泳
ぐ
の
怖
い
」
（魚
が
近
い
と
き
に
泳
ぐ

の
が
怖
い
）、
ま
た
は

、私
た
ち
い
つ
子
供
…
―
」
（私
が
子
供
の
と
き
‥
こ

の
よ
う
な
非
常
に
特
徴
あ
る
言
い
方
が
見
ら
れ
る
。
実
は
彼

女
の
母
語
で
は
、
日
本
語
の

「～

（の
）
と
き
」
に
当
た
る
言
い
方
と
、
疑
問
詞
の

「
い
つ
～
？
」
に
当
た
る
言
い
方
は
同

一
の
単
語
が

使
わ
れ
る
。
（英
語
の

，】
■
３

降
針

‘
■
０
●
Ｈ
■
３

，
ｏド
¨̈
ヽ

と

，〓
Ｆ
５

，
８

ヽ
０●
８
日
●̈
”
●
０ヽ
Ｒ
．．
の
よ
う
な
二
通
り
の
用
法

を
思
い
出
す
と
分
か
る
と
思
う
）。
語
順
の
面
に
お
い
て
も
母
語
の
干
渉
が
見
ら
れ
て
お
り
、
日
本
語
の
よ
う
に

「文
十
ト
キ
」
で
は
な

く
、　
ロ
シ
ア
語

（や
英
語
な
ど
）
の
よ
う
に

「イ
ツ
十
文
」
の
語
順
に
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
韓
国
人
の
日
本
語
学
習
者
が
同
じ
間
違
い
を
犯
す
と
は
考
え
に
く
い
。
韓
国
語
は
こ
の
点
に
つ
い
て
む
し
ろ
日
本
語
と
同
じ
。

つ
ま
り
、
韓
国
語
に
お
い
て

「
い
つ
～
」
と

「～

（の
）
と
き
」
に
は
別
々
の
表
現
が
使
わ
れ
る
し
、
日
本
語
の
よ
う
に
、
前
者

（疑
問

詞
）
が
文
の
前
に
来
て
、
後
者
が
文
の
う
し
ろ
に
来
る
。
韓
国
人
は

（こ
の
文
法
事
項
に
お
い
て
）
上
で
見
た

「負
の
転
移
」
と
は
違
っ
て
、

「正
の
転
移
」
を
見
せ
て
お
り
、
母
語
が
日
本
語
に
似
て
い
る
点
で
得
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「外
国
人
だ
か
ら
と
言
っ
て
日
本
語
を

習
得
す
る
際
に
母
語
が
じ
ゃ
ま
に
な
る
」
の
で
は
な
く
、
日
本
語
に
よ
り
近
い
言
語
な
ら
母
語
の
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
と
言
え
る
。
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エハ
　
ネ
ー
テ
ィ
ブ
と
ノ
ン
ネ
ー
テ
ィ
ブ
と
の
境
界
線
は
あ
る
の
か
？

筆
者
は
数
年
前
か
ら
小
笠
原
の
欧
米
系
島
民
の
言
語
実
態
を
フ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
つ
て
調
査
し
、
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
彼
ら
が

使
っ
て
い
る
言
語
変
種
に
は
独
特
な
言
語
形
式
や
用
法
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
で
何
年
も
ミ
テ
い
な
い
友
達
を
ミ

タ
」
や

「さ
び
し
い
か
ら
、
前
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
を
ミ
タ
ク
な
っ
た
」
、
「ま
た
ミ
ル
よ
」
の
よ
う
に
、
尿
〓
う
」
を

「ミ
ル
」
と
表
現
す

る
言
い
方
が
開
か
れ
る
。
英
語
で
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
日
８
け
で
は
な
く
、
る
ｏ
が
使
わ
れ
る
。
「薬
を
ト
ル
」
や

「シ
ャ
ワ
ー
を
ト
ル
」

も
英
語
の
●
５

の
直
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
電
話
の
と
き
に
相
手
の
家
に
行
く
こ
と
を

「今
か
ら
来
る
よ
」
や

「葉

っ
ぱ
を
刻
ん
で
鳥
に

ク
レ
タ
」
「や
る
」
（あ
げ
る
）
の
意
味
で

「ク
レ
ル
」
を
使
う
の
も
、
同
様
な
用
法
が
見
ら
れ
る
英
語
の
影
響
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の

「ク
ル
」
や

「ク
レ
ル
」
の
用
法
は
日
本
各
地
の
方
言
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
原
因
を

一
つ
だ
け
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

先
の
秋
田
県
本
荘
方
言
の
例
の
よ
う
に
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
単
純
化

（
一
種
の
文
法
ル
ー
ル
の
合
理
化
）
は
小
笠
原
の
欧
米
系
に
も
見
ら
れ

る

（表
２
。
標
準
語
で
、
「来
る
」
の
活
用
形
に
は
、
語
幹
と
し
て

「ク
、　
コ
、
キ
」
の
三
種
類
が
出
て
く
る
が
、
欧
米
系
島
民
の
こ
と

ば
で
は
、
こ
れ
が

「ク
、
キ
」
の
二
種
類
だ
け
と
な
り
、
全
体
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
単
純
化
さ
れ
る
。

表
２
　
小
笠
原
こ
と
ば
に
お
け
る

「来
る
」
の
活
用
バ
ラ
ダ
イ
ム

小
笠
原

こ
と
ば

標

　

準
　
　
語

ク
ル

ク
ル

ク

レ

ル

コ
　
今
フ
）

レ

ル

キ

ヨ
ウ

コ

ヨ

ウ

キ
タ

キ
タ

と
こ
ろ
で
、
ノ
ン
ネ
ー
テ
イ
ブ
の
間
で
作
り
出
さ
れ
た
新
し
い
言
語
形
式
は
全
て
単
純
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
語
よ
り
も
複

雑
に
な
つ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
小
笠
原
諸
島
の
欧
米
系
島
民
に
は
、
ウ
マ
イ
と
ウ
ン
マ
イ
を
意
味
の
異
な
っ
た
語
と
し
て
認

識
し
て
い
る
話
者
が
い
る
。
前
者
は

「上
手
」
で
、
後
者
は

「お
い
し
い
」
と
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
各
地
で
日
本
語
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ネ
ー
テ
ィ
プ
の
話
者
が
話
し
て
い
る
標
準
語

（い
わ
ゆ
る
地
方
共
通
菫じ

に
も
、
こ
う
し
た
複
雑
化
が

見
ら
れ
る
。
先
に
見
た
、
東
北
の

「無
く
す

・
無
く
そ
う
」
（非
意
図
的
）
と

「無
く
す
る

・
無
く
し

よ
う
」
（意
図
的
）
と
い
う
使
い
分
け
も
複
雑
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
並
べ
て
考
え
て
い
る
と
、

第
二
言
語
と
し
て
日
本
語
を
習
得
し
た
人
の
言
語
的
特
徴
と
第
二
方
言
と
し
て
東
京
語
を
習
得
し
た

人
の
そ
れ
と
の
間
に
共
通
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

「第
二
言
語
と
し
て
の
日
本
語
習
得
」
と

「第
二
方
言
と
し
て
の
標
準
語
習
得
」
と
の
境
界
線
が

完
全
に
分
か
ら
な
く
な
る
の
が
、
琉
球
諸
方
言
を
基
盤
と
し
た
、
現
在
こ
れ
ら
の
地
域
で
使
わ
れ
て

い
る
地
方
共
通
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
沖
縄
の
ウ
チ
ナ
ー
ヤ
マ
ト
ゥ
グ
チ
と
奄
美
の
ト
ン
普
通
語
の

例
を
見
よ
う
。
奄
美
に
は

「意
味
が
ウ
ツ
ル
」
（通
じ
る
）
と
い
う
表
現
が
方
言
と
し
て
で
は
な
く
、

標
準
語
と
し
て
使
わ
れ
る
。
用
例
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、
以
下
の
図
７
や
図
８
の
よ

う
に
複
数
出
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
奄
美
出
身
者
の
書
き
込
み
で
あ
っ
た
。

「ウ
ツ
ル
」
は
個
別
語
の
例
だ
が
、
伝
統
的
な
言
語
体
系

（方
〓こ

の
干
渉
に
よ
っ
て
生
じ
た
文

法
事
項
も
あ
る
。
「～
ヨ
ン
タ
」
が
こ
れ
に
当
た
る
。
筆
者
が
メ
モ
用
紙
を
探
し
て
い
た
と
き
に
、

言
わ
れ
た
の
は

「さ
つ
き
ポ
ケ
ツ
ト
に
入
れ
ヨ
ッ
タ
け
ど
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
過
去
形
と
違
っ

て
、
話
者
が
実
際
に
見
た
り
聞
い
た
り
し
た

「報
告
相
」
と
い
う
文
法
形
式
で
あ
る
。
「～
ヨ
ル
」

と
い
う
形
式
そ
の
も
の
は
九
州
方
言
か
ら
入
っ
た
が
、
そ
こ
で
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現

（継
続
態
）
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
こ
の
報
告
相
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

沖
縄
に
も
、
琉
球
語
の
文
法
構
造
が
地
元
で
使
わ
れ
る
標
準
語
に
影
響
を
与
え
た
判
が
数
多
く
現

図7 奄美の トン普通語で使われる「意味がウツルJの用例その 1



29  本i卜の
'「

|サ語話者をrlF究対象にした・JIし い社会言語学の可能性

で

「今
夜
は
楽
シ
イ
デ
シ
タ
」
Ｌ
挨
拶
し
て
い
た
。

七
　
ノ
ン
ネ
ー
テ
ィ
プ

の
言
語
実
態
を
総
合
的
に
捉
え
た
社
会
言
語
学
の
新
し
い
研
究
分
野
に
向
け
て

さ
て
、
先
に
見
た
ネ
オ
方
言
と
い
う
の
も
、
話
者
が
標
準
日
本
語
を
習
得
し
た
際
に
自
分
の
母
語

（母
方
一こ

が
じ
や
ま
に
な
つ
た
と

い
う
現
象
で
あ
つ
た
。
ネ
オ
方
言
の
研
究
は
さ
ほ
ど
古
く
な
い
が
、
真
田
信
治
が

一
九
八
七
年
に
こ
の
現
象
を
指
摘
し
て
か
ら
、
か
な
り

^        コ む。●

猪未が指を三杓そててfbtくぁ― IJと叫

“

のが 僕にはどう喘 そ
の意味がわかななて 8E調國図翼露瞭童嚇 くあ―?」 慶 三本た
ててやってみるのに 猪木の方は納得がいかれ ら`しくЪ力ゞ―う 」と
言ってまた0九くあ́ |」と観炒ど .でもってこっちも―詢齢 マネし
てんのに やっ酌 猪木は納得してくれない。結局僕は「わん
くぁ― IJと叫0続けな階木

“

肩をか チリつかまれて大き機
`ら

れ
ながへ 次第に

…

ていった。そして気を失った瞬間に目が党
めソ|.数った。
夢だったのに 麻 にやられてたよう日本は掲れてし文 .地震だった.

震度5に揺さぶ洩

'効
ち僕はボ刀 rゎメ.くぁ_… Jとつぶや 文ヽ .

図8 奄美のトン普通語で使われる「意味がウツルJの用例その 2
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多
く
の
デ
ー
タ
収
集
と
分
析
が
行
わ
れ
て
お
り
、
第
二
言
語
と
し
て
の
日
本
語
学
習
の
研
究
に
も
役
立
ち
そ
う
で
あ
る
。
逆
に
、
「中
間

言
語
」
や

「母
語
の
干
渉
」
と
い
っ
た
枠
組
み
の
中
で
研
究
さ
れ
た
世
界
の
言
語
に
見
ら
れ
た
実
証
的
デ
ー
タ
が
あ
る
し
、
こ
の
分
野
の

理
論
も
か
な
り
進
ん
で
い
る
の
で
、
「ネ
オ
方
言
」
な
ど
、
各
地
で
標
準
語
と
伝
統
方
言
と
の
接
触
に
よ
つ
て
起
き
て
い
る
現
象
の
分
析

・

実
態
解
明
に
も
役
立
ち
そ
う
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
、
〈外
国
人
が
使

っ
て
い
る
言
語
変
種
は

「中
間
言
語
」
で
、
日
本
各
地
で

使
わ
れ
て
い
る
の
は

「ネ
オ
方
言
」
で
あ
る
）
、
そ
し
て
、
前
者
は
日
本
語
教
育
の
研
究
分
野
で
、
後
者
は
社
会
方
言
学
の
分
野
で
あ
る

と
い
う
認
識
だ
っ
た

（図
９
）。

こ
こ
で
提
案
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
図
１０
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
言
語
変
種
を
連
続
体
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

よ
り
厳
密
に
考
え
る
と
、
韓
国
語
や
モ
ン
ゴ
ル
語
の
よ
う
に
日
本
語
に
よ
り
近
い
言
語
、
あ
る
い
は
英
語
や
中
国
語
の
よ
う
に
よ
り
遠

い
言
語
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
順
番
が
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
図
ｌｏ
の
よ
う
に

一
本
の
線
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
母
語

（母
方
言
）

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
モ
デ
ル
よ
り
も
、
図
Ｈ
の
よ
う
に
放
射
状
で
表
し
た
方
が
実
態
に
合
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

近
年
、
言
語
接
触
と
い
う
人
間
と
人
間
が
面
と
向
か
っ
て
話
す
際
に
起
こ
る
現
象
に
注
目
し
た
社
会
言
語
学
の
研
究
が
徐
々
に
増
え
て

き
て
い
る
。
外
国
語
の
自
然
習
得
や
国
内
の
移
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
言
語
変
種
の
実
態
解
明
は
現
代
を
把
握
す
る
の
に
も
当
然
役
立
つ
が
、

古
代
に
起
き
た
言
語
接
触
を
分
析
す
る
際
に
も
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
言
語
変
異
の
よ
り
多
面
的
な
研
究
の
実
現
の
た
め
に
も

以
上
で
概
説
し
た
よ
う
な
ノ
ン
ネ
ー
テ
ィ
ブ
話
者
に
注
目
し
た
新
し
い
社
会
言
語
学
の
枠
組
み
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
非
母
語
話
者
に
視
点
を
置
い
た
新
し
い
社
会
言
語
学
研
究
で
必
要
な
の
は
、
日
本
各
地

（特
に
中
央
語
か
ら
離
れ
た
言
語
変

種
）
を
対
象
に
し
た
フ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
日
本
語
学
習
者
の
日
本
語
の
徹
底
的
な
実
態
調
査
で
あ
る
。
日
本
人
の
方
言
話
者
が
東
京
語

を
学
ん
だ
結
果
出
て
き
た
特
徴
の
あ
る

「標
準
語
」
、
外
国
人
が
日
本
語
を
学
ん
だ
結
果
出
て
き
た
も
の
、
こ
の
二
種
類
を
比
べ
て
み
る

必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
起
こ
り
や
す
い
現
象
と
起
こ
り
に
く
い
現
象
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
（例
え
ば
、
上
で
共
通
し
て
見
ら
れ
た
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図9 第二言語学習者に見られる言語変種と日本各地で

使われている言語変種を三分化する考え方

ル レトガル語 する人の
を

綿 精 を跡
とする人の標準語

福岡方言を
奄美方言を母方言
とする人の標準語 長野方言を

時 を母方言
とする人の際準語

那覇方言  奄美方言
を母方言  を母方言
とする人  とする人
の標準語  の標準語

長野方首
を母方言
とする人
の標準語

東京語に似ている

中国語を
母語とする
人の日本語

韓国語を
rl語 とする
人の日本語

東京語に似ていない

図10 第二言語学習者に見られる言語変種と日本各地で

使われている言語変種を連続体で見る考え方
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図11 東京語を第二言語 (方言)と して習得した人の言語変種を連続的に捉える放射状モデル



「楽
シ
イ
デ
シ
タ
」
と
い
う
文
法
形
式
が
生
じ
や
す
い
よ
う
で
あ
る
）
。
こ
う
し
た
言
語
形
式
を
量
的
に
も
、
質
的
に
も
考
慮
し
た
上
で
、

理
論
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ
り
出
現
し
や
す
い
形
式
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
分
か
れ
ば
、
日
本
語
の
変
わ
り
や
す
い
部
分
と
変
わ
り
に

く
い
部
分
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
日
本
語
自
体
の

「芯
」
と

「周
辺
」
の
部
分
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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