
第
1

章
　
ど

う

も

気

に

な

る

最

近

の

日

本

語
 
1
7

若

者

こ
と

ば

の
「
や

ば

み

」
や
「
う

れ
し

み

」
の
「
み
」
は

ど
こ

か
ら

来

て

い
る

も
の
で

す

か
　
1
8

従
来
用
法
と
は
ち
が
う
「
－

み
」
の
登
場
　
1
8

「
ネ
タ
」
と
し
て
の
面
白
さ
を
表
現
す
る
逸
脱
的
用
法
　
2
1

「
あ

の
ー
」
や
「
え

っ
と
」
が
多

い
人

は

話

し

下

手

な
ん

で
し

ょ
う

か
　
2
4

「
場
つ
な
ぎ
表
現
」
と
話
し
上
手
の
意
外
な
関
係
　
2
4

「
あ
の
ー
」「
え
ー
」
の
果
た
し
て
い
る
機
能
　
2
6

「
ち

び

ま

る

子

ち
ゃ
ん
」
の
お
じ

い
ち

ゃ
ん
の
よ

う

な

話

し

方

を

す

る
人

は

本

当

に
い
る

ん
で

し
ょ
う

か
　
2
8

江
戸
時
代
の
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
ら
し
い
話
し
方
」
は
関
西
弁
た
っ
た
　
2
8

お
嬢
様
ら
し
い
「
よ
く
っ
て
よ
」
は
遊
女
の
言
葉
　
2
9

世

界

中

で

使

わ

れ
て

い
る
絵

文

字

は

日

本

発

祥

だ

そ

う

で

す

ね
　
3
2

発
売
当
初
の
i
P
h
o
n
e
に
絵
文
字
は
な
か
っ
た
　
3
2

絵
文
字
か
ら
e
m
o
j
i
へ
　
3
6

こ

れ

ま

で
の
絵

文

字
・
顔

文

字

と

L
I
N
E

の
ス
タ
ン
プ

で
は

何

か
違

う

の
で

し
ょ

う

か
　
3
8

絵
文
字
・
顔
文
字
に
つ
き
ま
と
う
悩
み
　
3
8

通
じ
合
え
る
文
字
は
社
会
集
団
ご
と
に
異
な
る
　
3
9

ス
タ
ン
プ
を
選
ぶ
基
準
は
「
か
わ
い
い
」「
楽
し
い
」
だ
け
な
の
か
　
4
1

何

で

も

略
し

て

言

う

と
、

正

し

い
日

本

語

が
失

わ

れ

て
し

ま

う

の
で

は

な

い
で
し

ょ
う

か
　
4
5

略
語
は
な
ぜ
生
ま
れ
る
の
か
　
4
5

省
略
の
さ
れ
方
に
は
傾
向
が
あ
る
　
4
6

略
語
と
本
来
の
言
い
方
を
適
切
に
使
い
分
け
る
　
4
7

第
2

章
　
過

剰

か

無

礼

か

？

敬

語

と

接

客

こ

と

ば

の

謎
 
4
9

外

国

人

の
友

人

が
先

生

に
「
推

薦

状

を

お
書

き

く

だ

さ
い
」
と
言

い
ま

し

た

。

丁

寧

な

言

い
方

な

の
に
失

礼

な
感

じ

が
す

る
の
は

な

ぜ

で
す

か
　
5
0

「
お
～

く
だ
さ
い
」
は
「
促
し
」
ま
た
は
「
懇
願
」
を
表
す
　
5
0



だ
れ
も
が
無
意
識
に
や
っ
て
い
る
「
表
現
の
微
調
整
」
　
5
2

お
客

さ

ん
に
対

し

て

使

わ

れ

て

い
る

言

葉

に
は

、
デ
パ
ー
ト

か

個

人

商

店

か
と

い
っ
た
店

の
種

類

に

よ

る
違

い
が

あ

る
の
で

し

ょ
う

か
　
5
4

「
閉
店
は
何
時
で
す
か
？
」
に
ど
う
答
え
る
か
　
5
4

丁

寧
語
以
外
で
も
丁
寧
さ
は
表
せ
る
　
5
6

百

貨

店

で
「

横

浜

か
ら

お
越

し

の
松

坂

様

、

お
近

く

の
売

場

ま

で

ご

連

絡

く

だ

さ
い
」
と

い
う

放

送

が
あ

り

ま

し

た
。

こ

れ
は

プ

ラ

イ

バ
シ
ー
の
侵

害

に

な

り

ま

せ
ん

か
　
5
8

火
事
と
と
も
に
現
れ
る
「
ニ
シ
タ
ケ
マ
モ
ル
」
　
5
8

お
客
様
に
知
ら
れ
ず
に
伝
え
た
い
言
葉
　
5
9

す

で

に
お
店

に
入
っ
て

い
る
の
に

「
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま

せ
」
と

言

う

の
は

な

ぜ
で

す

か
　
6
2

「
あ
い
さ
つ
」
に
な
る
と
こ
と
ば
の
意
味
は
薄
れ
る
　
6
2

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
が
客
に
安
心
感
を
も
た
ら
す
わ
け
　
6
4

店

員

さ

ん
か
ら
「
確

認

さ
せ
て

い
た

だ

い
て

も

よ

ろ

し

い
で

す

か
？

」

な

ん
て

言

わ

れ

る
と
、
目

が
点

に
な

り

ま

す

。
日

本

語

の
乱

れ
で

し
ょ
う

か
　
6
7

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
、
こ
ん
に
ち
は
～
」
は
言
葉
の

”遠
近
両
用
”
　
6
7

ク

ダ
サ
ル
と
イ
タ
ダ
ク
は
ど
う
違
う
の
か
　
7
0

日
本
人
は
面
倒
く
さ
い

言
葉
が
好
き
　
7
3

電

話

に
出

る

と

き
「
佐

藤

で

す

」
で
は

な

く
「
佐

藤

で

す

が
」
と

か

「
佐

藤

で

す

け

ど
」
の
よ

う

に

も

言

う

の
は

な

ぜ
で

す

か
　
7
5

「
け
ど
」
の
役
割
は
「
逆
接
」
と
「
話
題
提
示
」
　
7
5

「
あ
と
は
察
し
て
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
　
7
6

相
手
の
次
の
言
葉
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
　
7
9

家

族

や

赤

ち

ゃ
ん
の
こ

と
を

話

す

と
き

に

尊

敬

語

を

使

う

の
は

間

違

っ
た
言

い
方

な

の
で

し
ょ

う

か
　
8
2

共
通
語
の
敬
語
の
ル

ー
ル
「
身
内
を
高
め
て
は
い
け
な
い
」
　
8
2

敬
語
使
用
ル
ー
ル
は
地
域
に
よ
っ
て
違
う
　
8
4

南

米

か
ら

来

た
人

を
「
地

球

の
裏

側

か
ら

の
お
客

様

で

す

」
と
紹

介

し

た

ら

、

配

慮

を

欠

い
た

表

現

だ

と

指

摘

さ

れ

ま

し

た

が
、
な

ぜ
で

し

ょ
う

か
　
8
7

「
地
球
の
裏
側
」
と
「
月
の
裏
側
」
の
違
い
　
8
7

「
裏
」
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
に
注
意
　
8
9



第
3

章
　
世

界

の

こ

と

ば

と

日

本

の

こ

と

ば
　
9
1

海

外

に

も

キ

ラ

キ

ラ

ネ

ー

ム

は

あ

り

ま

す

か

。

漢

字

の

な

い
国

で

は

ど

う

キ

ラ

キ

ラ

さ

せ

る

の
で

し

ょ

う

か
　
9
2

キ
ラ

キ

ラ
ネ

ー

ム
と

は
何

か
　
9
2

漢

字
の

な
い

海

外
の

キ
ラ

キ
ラ

ネ

ー
ム
　
9
3

公

的

機

関

に
よ

る

く
ふ
さ

わ
し
い

命

名

リ
ス
ト

〉
が

あ
る

国
　
9
4

日

本

語

は

難

し

い
言

語

で

す

か
　
9
7

日

本

語

の
「
音

声
」「
文

法
」
は

簡

単
　
9
7

「
語

彙
」「
表
記

」
は
複

雑
で

難

し
い
　
9
8

難

し
い

言

語

と
易

し

い
言

語

、
ど
ち

ら

が

”
頭

の

良
い
”
言
語

な
の

か
　
1
0
0

t
s
u
n
a
m
i
（

津

波

）
の

よ

う

に

、
日

本

語

が

そ

の

ま

ま

外

国

語

で

使

わ

れ

て

い
る

例

に

は

ど

ん

な

も

の

が

あ

り

ま

す

か
　
1
0
2

他
の

言

語
に

取

り
入

れ
ら

れ

た
「
外

行
語

」
　
1
0
2

オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
の
「
s
h
o
k
k
u」
は
英

語

に

逆
輸

入

さ
れ

た
　
1
0
4

カ

ナ

ダ

で
f
u
t
o
n
と

呼

ば

れ

る

も

の

が

日

本

語

の
「

布

団

」
と

全

然

違

う

の

は

な

ぜ

で

す

か
　
1
0
7

f
u
t
o
nは
ソ
フ
ァ
ー
に

見
え

る

が
ソ
フ
ァ
ー
で
は

な
い
？
　
1
0
7

発

音
は
「
ふ
～

ぅ
た

ー
ん
」
　
1
1
0

手

話

っ
て

世

界

共

通

で

す

か
　
1
1
2

ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー

は

意
外

に

地
域

差

が

大

き
い
　
1
1
2

日

本
の

手

話
〈
泥

棒

〉
は
メ

キ
シ
コ
で

は
「
お
金

」
の

意
　
1
1３

手

話

に
は

方

言

も
あ

る
　
1
1
5

日

本

語

を

学

ぶ

人

に

と

っ
て

発

音

し

に

く

い
音

は

ど

ん

な

も

の

で

す

か
　
1
1
8

発

音

し
に

く
い

音

は
母

語

に
よ
っ
て

違
う
　
1
1
8

小

さ

い
「
っ
」
や
「
ん
」
は

共

通

し
て

難
し

い
　
1
2
0

外

国

人

と

日

本

語

で

話

す

と

き

、

伝

わ

り

や

す

い
よ

う

に

気

を

つ

け

る

べ
き

点

を

教

え

て

く

だ

さ

い
　
1
2
3

文

は

短

く

、
は
っ
き

り
終

わ
ら

せ

る
　
1
2３

言

葉
の

テ

ク
ニ
ッ
ク

よ
り

大

切

な
「
話
そ

う

と

す

る

姿
勢

」
　
1
2
6

英

語

は
b
r
o
t
h
e
rで

兄

も

弟

も

表

し

ま

す

が

、
世

界

の

言

語

に

は

、

ど

の

よ

う

な

親

族

名

称

の

パ
タ

ー

ン
が

あ

る

の

で

し

ょ

う

か
　
1
2
8

あ
ま

り
に

も
大

き

す
ぎ

る

、
謎
の

ジ
ョ
ン

さ
ん

一
家
　
1
2
8

お
じ

と
お

ば

も
「
父

」「
母

」
と
呼

ぶ

言
語
　
1
2
9



言
語
と
思
考
は
ど
の
く
ら
い
関
わ
り
が
あ
る
の
か
？
　
1
3
2

第
4

章
　
ど

ち

ら

を

選

ぶ

？

迷

う

日

本

語
　
1
3
5

「
こ

れ
」
「
そ

れ

」「
あ

れ

」
は
、

ど
ん

な

ふ

う

に
使

い
分

け

ら

れ

て
ぃ
ま

す

か
　
1
3
6

目
の
前
に
あ
る
よ
う
な
臨
場
感
を
出
す
「
こ
れ
」
　
1
3
6

目
立
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出
し
た
く
な
い
と
き
の
「
そ
れ
」
　
1
3
8

共

感
と
と
も
に
話
し
手
と
聞
き
手
の
共
有
知
識
を
指
す
「
あ
れ
」
　
1
4
0

「
そ

れ

か
ら

」「
そ

し

て
」
「
そ

れ
で

」
が
ど

う

違

う

か
、

そ

の
違

い
を

教

え

て

く

だ

さ

い
　
1
4
4

「
そ
し
て
」
の
後
に
は
重
要
度
が
高
い
情
報
が
く
る
　
1
4
4

「
そ
れ
か
ら
」
の
前

後
の
情
報
に
軽
重
は
な
い
　
1
4
7

原
因
と
結
果
を
つ
な
ぐ
「
そ
れ
で
」
　
1
4
9

「
思

う

」
と
「
考

え

る
」
の
意

味

は
ど

う

い
う

ふ
う

に
違

う

の
で

す

か
　
1
5
1

「
子
ど
も
の
将
来
を
じ
っ
く
り
思
う
」
は
な
ぜ
ヘ
ン
な
の
か
　
1
5
1

一
時
的
な
こ
と
、
気
持
ち
の
こ
と
は
「
思
う
」
　
1
5
3

「
思
う
」
の
は
や
め
ら
れ
な
い
が
「
考
え
る
」
の
は
や
め
ら
れ
る
　
1
5
5

イ

ヌ
年

の
こ
と

を

な

ぜ
「
犬

年

」
で

な

く
「

戌

年

」
と
書

く

の
で

す

か
　
1
5
8

「
子
・
丑
・
寅
・
卯
」
の
字
は
動
物
を
指
し
て
い
な
い
　
1
5
8

日
本
人
の
生
活
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
十
二
支
　
1
6
0

履

歴

書

の
数

え

方

は
「
1

通
2

通

」「
1

枚
2

枚

」「
1

葉
2

葉

」
を

ど

う

使

い
分

け

た

ら

い
い
で

す

か
　
1
6
4

「
1
0枚
書
い
て
3

通
を
郵
送
」
が
し
っ
く
り
く
る
　
1
6
4

「
可

能

性
」
は
「
高

い
」
の
か
「
大

き

い
」
の
か
「
強

い
」
の
か
、ど

れ
を

使

え

ば

い
い
で

す

か
　
1
6
7

言
葉
に
は
親
し
く
付
き
合
う
仲
間
が
い
る
　
1
6
7

第
5

章
　
便

利

で

奇

妙

な

外

来

語
　
1
7
1

ど

う

し
て

日

本

語

に
は

外

来

語

が
多

い
の
で

す

か
　
1
7
2

カ
タ
カ
ナ
で
ど
う
書
く
か
さ
え
決
め
れ
ば
よ
い
　
1
7
2

日
本
語
の
文
法
は
「
新
語
」
受
け
入
れ
に
向
い
て
い
る
　
1
7
4

「
ク

ー
ル
ビ
ズ
」
の
よ

う

に
急

速

に
普

及

す

る
外

来

語

に
は

、

人

を

引

き

付

け

る
何

か
が

あ

る
の
で

し

ょ
う

か
　
1
7
8



節
電
効
果
、
経
済
効
果
を
上
げ
た
「
ク
ー
ル

ビ
ズ
」
　
1
7
8

「
省
エ
ネ
ル
ッ
ク
」
は
な
ぜ
流
行
ら
な
か
っ
た
の
か
　
1
8
0

日
本

語

を
学

ぶ
外

国

人

に
と
っ
て
、
外

来

語

は

学

び

に

く

い
も
の
で

す

か
　
1
8
3

「
ナ
イ
タ
ー
」
が
「
n
i
g
h
t
 
g
a
m
e

」
と
知
っ
て
外
国
人
は
び
っ
く
り
す
る
　
1
8
3

「
t
e
a
m」
が
チ

ー
ム
、「
t
e
a」
が
テ
ィ
ー
に
な
る
の
は
な
ぜ
？
　
1
8
4

外

来

語

を

カ

タ
カ

ナ
で
書

く

の
は

い
つ
か
ら

、

ど

の
よ

う

に
始

ま

っ
た

の
で

す

か
　
1
8
8

江

戸
時
代
は
平
仮
名
や
漢
字
で
書
い
て
い
た
　
1
8
8

カ
タ
カ
ナ
は
「
お
と
」
を
目
立
た
せ

る
こ
と
が
で
き
る
　
1
8
9

「
エ
ン
タ
ー
テ

イ
ン
メ

ン
ト

」
が
「
エ
ン
タ

ー
テ
イ
メ

ン
ト

」「
エ
ン
タ
メ
」

と

い
っ
た
い
ろ

い
ろ

な

語

形

で

使

わ

れ

る
の
は

な

ぜ
で

す

か
　
1
9
1

「
ｎ
」
な
し
の
発
音
は
英
語
で
も
使
わ
れ
て
い
る
　
1
9
1

略
語
が
な
ぜ
「
エ
ン
メ
ン
」
で
な
い
の
か
は
不

明
　
1
9
2

テ
レ

ビ
番
組
か
ら
認
知
度
の
上
が
っ
た
語
形
「
エ
ン
タ
」
　
1
9
4

「
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
に

は
、「
状

態

」
や
「
調

子

」
で

は

言

い
表

せ

な

い

特

別

な

意

味

が

あ

る
の
で
し

ょ
う

か
　
1
9
7

「
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
は
結
果
の
よ
し
あ
し
に
か
か
わ
る
　
1
9
7

新
し

く
や
っ
て
き
た
語
は
既
存
の
語
と
意
味
の
差
別
化
が
進
む
　
1
9
8

外
来
語
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
　
1
9
9

「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
が
「
シ
ュ
ミ
レ
ー

シ
ョ
ン
」
と

発

音

さ

れ

る
の
は

な

ぜ
で

し
ょ
う

か
　
2
0
2

ゼ
ー
イ
ン
、
ジ
ギ
ョ
ー
、ユ
イ
ツ

…
…
発
音
は
ゆ
れ
る
　
2
0
2

発
音
の
変
化
を
タ
イ
プ
別
に
分
類
す
る
と
？
　
2
0
4

第
6

章
 
歴

史

で

読

み

解

く

日

本

語

の

フ

シ

ギ
 
2
0
7

新

し

い
元

号

が
「
令

和
」
に

な
り

ま

し

た

が
、

日

本

の
元

号

に
言

葉

の
規

則

性

は

あ

り

ま

す

か
　
2
0
8

言
語
学
的
に
は
予
想
通
り
だ
っ
た
「
令
和
」
　
2
0
8

元
号
の
韻
律
構
造
に
は
特
徴
が
あ
る
　
2
0
9

「
P
P
A
P

」
も
日
本
語
が
好
む
〔
強
弱
強
弱
〕
の
リ
ズ
ム
　
2
1
3

レ
イ
ワ
？

レ
イ
ワ
？

ア
ク
セ
ン
ト
は
ど
う
す
べ
き
か
　
2
1
6



漢

字

は

い
つ
か
ら

日

本

に

あ

る
の
で
す

か

。

そ

れ
ま

で

文

字

は

な

か
っ
た

の
で

し
ょ

う

か
　
2
1
9

文
字
を
持
だ
な
い
言
語
が
圧
倒
的
に
多
い
　
2
1
9

漢
字
を
読
み
書
き
で
き
る
人
が
増
え
た
の
は
6
～
7
世
紀
　
2
2
1

む

か
し

の
落

書

き

に
は

ど

ん

な
こ

と

が
書

か

れ
て

い
る
の
で

す

か
　
2
2
5

手
習
い
歌
の
原
点
「
難
波
津
の
歌
」
と
落
書
き
の
は
じ
ま
り
　
2
2
5

戦
国
時
代
は
、
生
き
た
証
と
し
て
落
書
き
を
書
い
た
　
2
2
7

明

治

時

代

に

は
、
漢

文

の
よ

う

に
英

語

を

訓

読

し

て

い
た

と

い
う

の
は
本

当

で

す

か
　
2
3
0

江

戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
「
欧
文
訓
読
」
　
2
3
0

「
最
も
～
の
一
つ
」
は
翻
訳
か
ら
定
着
し
た
　
2
3
3

明

治

時

代

、
犬

を
「
カ
メ
」
と

呼

ぶ
こ

と
が

あ
っ
た
と

い
う

の
は

本

当

で
す

か
　
2
3
7

西
洋
人
の
ふ
る
ま
い
を
誤
解
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
ば
　
2
3
7

「
ポ
チ
」
は
西
洋
式
の
名
前
た
っ
た
　
2
4
0

「
国

」
と
「
國

」
の
よ

う

に
、昔

と

今

と
で

形

が
違

う

漢

字

が

あ

る
の
は

な
ぜ

で

す

か
　
2
4
2

漢
字
の
使
用
停
止
を
視
野
に
入
れ
た
「
当
用
漢
字
字
体
表
」
　
2
4
2

新
字
体
は
戦
後
に
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
　
2
4
4

な
ぜ
苗
字
に
は
旧
字
体
が
多
い
の
か
　
2
4
5

お
わ
り
に
　
2
4
8

執
筆

者

紹
介
　
2
5
3

初

出

一
覧
　
2
6
1
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