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元
東
京
外
国
語
大
学
教
授
の
千
野
栄
一
先
生
は
、
よ
く
「
未
知
の
言

語
を
調
査
し
て
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
こ
そ
が
、
言
語
学

者
の
仕
事
だ
」
と
仰
っ
て
い
た
。
そ
し
て
「
言
語
学
者
の
研
究
の
目
標

は
、
文
法
を
記
述
す
る
こ
と
だ
」
と
も
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
『
嘉

戎
語
文
法
研
究
』
は
、
ま
さ
し
く
言
語
学
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
。
し

か
も
専
著
で
あ
り
な
が
ら
、
言
語
類
型
論
の
新
し
い
成
果
を
取
り
入
れ

て
解
析
し
た
記
述
研
究
の
全
貌
を
、
平
明
な
日
本
語
で
読
む
こ
と
が
で

き
、
こ
の
言
語
の
目
も
眩
む
よ
う
な
絢
爛
た
る
構
造
が
、
一
般
読
者
に

も
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
、論
述
に
は
数
々
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
記
述
対
象
と
な
っ
た
嘉
戎
語
は
、
ギ
ャ
ロ
ン
語
と
読
む
。
現

代
中
国
語
の
漢
字
音
訳
に
よ
る
表
記
で
あ
る
（
日
本
漢
字
音
で	*

カ
ジ
ュ

ウ
ゴ
と
読
む
習
慣
は
な
い
の
で
注
意
）。
中
国
四
川
省
北
部
の
阿ア

バ壩
藏

チ
ベ
ッ
ト

族

羌チ
ア
ン

族
自
治
州
の
、
標
高
三
千
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
山
岳
地
帯
に
居
住

嘉ギ
ャ
ロ
ン戎

語
の
絢
爛
た
る
接
辞
の
構
築
を
記
述
し
て

そ
の
機
能
と
意
味
を
解
析
す
る

池
田　

巧

Book Review

す
る
人
々
が
話
す
こ
と
ば
で
、
使
用
人
口
は
十
数
万
人
を
数
え
る
。
民

族
と
し
て
は
チ
ベ
ッ
ト
族
で
あ
り
、
中
国
語
で
は
、
サ
ブ
グ
ル
ー
プ
名

を
冠
し
て
嘉

Jiarong	Zang

戎
藏
族
（
ギ
ャ
ロ
ン
・
チ
ベ
ッ
ト
族
）
の
よ
う
に
呼
ん
で
い

る
が
、
決
し
て
小
さ
な
民
族
集
団
で
は
な
い
（
ち
な
み
に
中
国
五
五
の
少

数
民
族
の
う
ち
人
口
一
〇
万
人
未
満
の
民
族
は
二
〇
を
数
え
、
そ
の
う
ち
七
民

族
の
人
口
は
一
万
人
未
満
で
あ
る
）。
た
だ
し
「
戎
」
の
字
は
偏
見
を
含
む

た
め
、
近
年
は
「
嘉
絨
」
と
い
う
表
記
も
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
ち
ら
の
表
記
は
、
華
麗
な
民
族
衣
装
の
美
し
さ
を
イ
メ
ー
ジ
で

き
る
効
果
も
あ
っ
て
、
歓
迎
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ギ
ャ
ロ
ン
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
のrG

yal

［m
o Tsha ba

］rong

の
略

で
、
他
称
で
あ
る
。
自
称
は
、
ギ
ャ
ロ
ン
地
区
の
中
心
を
な
す
馬バ

ル
カ
ム

尓
康

で
は
、kəru
と
い
う
。
人
々
の
間
で
は
、
か
つ
て
西
チ
ベ
ッ
ト
に
あ
っ

た
女
王
の
支
配
す
る
シ
ャ
ン
シ
ュ
ン
国
が
東
遷
し
て
、
落
ち
着
い
た
地
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をrG
yal m

o rong	

「
女
王
の
谷
」
と
呼
ん
だ
、
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、

『
旧く

と
う
じ
ょ

唐
書
』
に
見
え
る
東
女
国
と
呼
ば
れ
た
地
域
に
重
な
る
。
ギ
ャ
ロ

ン
地
区
に
は
現
在
も
「
美
人
谷
」
と
い
う
所
が
あ
っ
て
、
美
女
の
産
地

と
し
て
も
名
高
い
の
は
、
こ
う
し
た
伝
承
か
ら
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
ギ
ャ
ロ
ン
語
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
方
言
、
あ
る
い
は
と
て

も
近
い
関
係
に
あ
る
言
語
な
の
か
？　

と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
。
確
か
に
ギ
ャ
ロ
ン
語
に
は
チ
ベ
ッ
ト
語
と
共
通
す
る
単
語
が

で
話
さ
れ
て
い
る
羌
語
と
は
、
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
よ
う
に
、
よ
く
似

て
は
い
る
け
れ
ど
も
異
な
る
言
語
で
あ
る
。
ギ
ャ
ロ
ン
語
を
記
録
す
る

専
用
の
文
字
は
な
い
た
め
、
歴
史
研
究
に
は
方
言
の
精
密
な
記
述
分
析

と
、
近
隣
の
同
系
語
と
の
比
較
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
書
の
序
論

に
は
、
ギ
ャ
ロ
ン
の
民
族
と
言
語
に
つ
い
て
、
地
域
の
概
況
・
歴
史
・

方
言
・
研
究
小
史
が
手
際
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ギ
ャ
ロ
ン

語
を
含
む
チ
ベ
ッ
ト
＝
ビ
ル
マ
諸
語
の
下
位
分
類
と
系
統
に
つ
い
て
、

研
究
史
を
踏
ま
え
た
詳
細
な
紹
介
が
あ
り
、
ギ
ャ
ロ
ン
語
の
位
置
付
け

に
関
す
る
最
新
の
知
見
を
含
む
諸
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ギ
ャ
ロ
ン
語

は
、
チ
ベ
ッ
ト
＝
ビ
ル
マ
諸
語
の
複
数
の
下
位
言
語
グ
ル
ー
プ
に
亘
る

文
法
的
特
徴
を
兼
ね
備
え
た
「
繫
聯
言
語
」
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
＝
ビ

ル
マ
諸
語
の
歴
史
を
探
究
す
る
上
で
不
可
欠
の
研
究
対
象
で
あ
る
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。

　

本
書
は
１
．序
論　

２
．音
論　

３
．形
態
統
辞
論　

４
．単
文　

５
．

複
文　

６
．
文
献　

７
．
基
礎
語
彙　

８
．
参
考
資
料　

と
い
う
構
成

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
枢
を
な
す
の
は
形
態
統
辞
論
（
用
言
と
構
文
）

の
記
述
の
部
分
で
、
品
詞
ご
と
に
語
の
用
法
を
例
示
す
る
。
ギ
ャ
ロ
ン

語
の
動
詞
句
は
、
チ
ベ
ッ
ト
＝
ビ
ル
マ
諸
語
の
中
で
も
最
も
複
雑
な
構

造
に
な
っ
て
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
語
で
は
痕
跡
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
接
辞
が
、
ギ
ャ
ロ
ン
語
で
は
生
産
的
に
働
い
て
、
動
詞
の

状
態
と
動
き
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
さ
ま
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

ギャロン地区の伝統建築：石造りの望楼（著者提供）

多
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
多
く

は
日
本
語
に
お
け
る
漢
語
の

よ
う
な
借
用
語
で
あ
っ
て
、

基
礎
語
彙
（
特
に
用
言
）
は

む
し
ろ
羌
語
支
と
呼
ば
れ
る

言
語
グ
ル
ー
プ
─
多
く
は

二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
記

述
調
査
が
進
ん
だ
、
青
海
省

か
ら
四
川
省
西
部
を
経
て
雲

南
省
へ
と
続
く
山
岳
地
帯
に

分
布
す
る
チ
ベ
ッ
ト
＝
ビ
ル

マ
系
の
少
数
言
語
群
─
に
近

い
。
し
か
し
隣
接
す
る
地
域
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ギ
ャ
ロ
ン
語
の
動
詞
構
造
の
特
徴
を
な
す
接
辞
と
は
何
か
。
た
と
え

ば
英
語
の
動
詞arrive

に
は
、
主
語
が
三
人
称
単
数
で
、
現
在
時
制
の

場
合
に
は
、
接
辞
の｛-s

｝が
つ
い
てarrive-s

と
な
る
。
英
語
で
は
こ

う
し
た
動
詞
接
辞
は
限
定
的
（
い
わ
ゆ
る
「
三
単
現
」
の
と
き
の
み
）
で
あ

る
の
に
対
し
、
ギ
ャ
ロ
ン
語
の
場
合
に
は
、「
到
着
す
る
」
と
い
う
動

詞m
ə-ɴdə

（
非
完
了
語
幹ɴdə
に
自
動
的
動
作
を
示
す
接
辞m

ə-

が
つ
い
た

形
）
に
、
主
語
の
人
称
と
数
に
応
じ
て
、
様
々
な
接
辞
（
の
組
合
せ
）
が

つ
く
。

　

ギ
ャ
ロ
ン
語
の
「
到
着
す
る
」
で
は
、
動
詞
語
幹
に
対
し
て
前
接
辞

が
二
層
構
造
と
な
っ
て
お
り
、さ
ら
に
後
接
辞
が
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、

動
詞
語
幹
の
前
に
現
れ
う
る
接
辞
に
は
五
つ
の
階
層
が
あ
る
の
で
、
動

詞
構
造
はP₁ -P₂ -P₃ -P₄ -P₅ -

語
幹-

（s

）-S₁

の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。

直
／
間
接
性
、（s

）
に
は
過
程
動
詞
の
完
了
標
識
が
現
れ
得
る
。「
到

着
す
る
」
は
自
動
詞
だ
か
ら
ま
だ
単
純
（
！
）
で
あ
る
が
、
相
手
が
い

て
作
用
あ
る
い
は
授
受
関
係
を
生
ず
る
動
詞
の
「
叱
る
」
や
「
与
え
る
」

は
、
主
語
の
（
１
・
２
・
３
）
人
称
と
（
単
・
双
・
複
）
数
に
加
え
、
相
手

の
人
称
と
数
が
組
合
わ
さ
っ
て
、
接
辞
の
出
現
パ
タ
ー
ン
は
さ
ら
に
複

雑
な
様
相
を
呈
す
る
。
本
書
九
三
―
一
〇
一
頁
に
は
「
叱
る
」「
与
え

る
」「
好
く
」
を
例
と
し
て
、
そ
の
全
て
の
組
合
せ
に
つ
い
て
例
文
が

示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
絢
爛
た
る
複
雑
さ
に
は
目
が
眩
む
。
こ
れ
だ
け

の
組
合
せ
を
丁
寧
に
精
査
し
た
著
者
の
探
究
心
に
圧
倒
さ
れ
る
い
っ
ぽ

う
で
、
こ
の
調
査
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
回
答
し
た
ギ
ャ
ロ
ン
語
の
発
話
協

力
者
の
忍
耐
に
は
、
本
当
に
頭
が
さ
が
る
思
い
が
し
た
。
評
者
も
似
た

よ
う
な
調
査
を
行
な
っ
た
経
験
が
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ

を
し
つ
こ
く
聞
い
て
、
う
っ
か
り
確
認
の
た
め
に
聞
き
返
そ
う
も
の
な

ら
、
発
話
協
力
者
は
混
乱
し
て
「
さ
っ
き
言
っ
た
だ
ろ
ッ
」
と
怒
り
出

し
、
協
力
を
放
棄
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
い
や
、
そ
れ
が

普
通
の
反
応
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
の
特
色
の
ひ
と
つ
が
、
本
文
の
叙
述
に
は
「Acta Linguistica 

H
afniensia

の
顰
み
に
倣
い
」
註
を
一
切
付
け
て
い
な
い
、
と
い
う
論

述
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
安
易
に
先
行
研
究
の
分
析
を
引
用
あ
る
い
は
参

照
指
示
し
て
済
ま
せ
る
こ
と
を
し
な
い
、
と
い
う
著
者
の
記
述
研
究
に

対
す
る
矜
持
が
現
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
と
も
す
れ
ば
教
科
書
的
に
平

　1 人称単数	 kə-məɴdə-ṅ
　2 人称単数	 tə-məɴdə-n
　3 人称単数	 kə-məɴdə
　1 人称双数	 kə-məɴdə-č
　2 人称双数	 tə-məɴdə-ɴč
　3 人称双数	 kə-məɴdə-ɴč
　1 人称複数	 kə-məɴdə-y
　2 人称複数	 tə-məɴdə-ñ
　3 人称複数	 kə-məɴdə-ñ

動詞「到着する」に付く人称接辞

上
の
表
に
示
し
た
「
到
着

す
る
」
の
例
は
［P₄
（
人

称
）P₅

（
自
動	 m

ə-
）
語
幹

ɴdə S₁

（
人
称
呼
応
）］
の

部
分
に
相
当
す
る
。
こ
れ

に
加
え
てP₁

に
は
話
し

手
の
判
断
、P₂

に
は
時

制
と
相
あ
る
い
は
動
作
の

方
向
、P₃

に
は
認
識
の
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板
な
記
載
に
な
り
が
ち
な
言
語
学
の
専
著
を
読
み
応
え
の
あ
る
書
籍
に

仕
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
参
照
す
べ
き
先
行
研
究
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
レ
フ
ァ
ラ
ン
ス
を
明
示
し
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
観
点

や
問
題
点
を
消
化
し
て
整
理
し
た
う
え
で
、
言
語
現
実
に
照
ら
し
て
妥

当
性
を
検
証
し
つ
つ
、
謎
め
い
た
接
辞
の
意
味
と
機
能
を
ひ
と
つ
ひ
と

つ
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
と
い
う
論
述
ス
タ
イ
ル
を
貫
い
て
お
り
、
あ

た
か
も
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
を
読
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
趣
さ
え
あ
る
。

　

本
書
の
後
半
に
は
、
基
礎
語
彙
一
五
六
七
語
と
、
参
考
資
料
と
し

て
、
ギ
ャ
ロ
ン
語
二
〇
〇
例
文
お
よ
び
日
常
表
現
二
六
〇
を
収
録
す

る
。
前
者
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
模
範
的
な
会
話
例

文
を
援
用
し
た
も
の
で
、
語
順
や
文
法
構
造
が
よ
く
わ
か
る
。
後
者
は

評
者
が
監
修
し
た
『
デ
イ
リ
ー
日
中
英
３
か
国
語
会
話
辞
典
』（
三
省
堂
、

二
〇
〇
六
年
）
を
も
と
に
、
こ
な
れ
た
日
常
表
現
が
わ
か
る
例
文
を
抜
粋

し
て
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
法
書
の
例
文
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
日
常
の
言
語
活
動
に
頻
用
さ
れ
る
生
き
た
挨

拶
表
現
や
、
意
思
・
禁
止
・
心
情
・
状
況
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
表

現
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
会
話
辞
典
』
の
デ
ー
タ
の
学
術
利
用
を
許

諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
三
省
堂
編
集
部
に
は
、
著
者
に
代
わ
り
こ
の
場
を

借
り
て
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
（
ち
な
み
に
『
会
話
辞
典
』
に
は	 iPhone

ア

プ
リ
も
あ
っ
て
日
中
英
の
音
声
が
再
生
で
き
る
の
で
、
現
地
調
査
に
便
利
で
あ

る
）。
付
属
の
Ｃ
Ｄ
に
は
、
参
考
資
料
の
例
文
の
音
声
デ
ー
タ
が
収
録
さ

れ
て
お
り
、
記
述
さ
れ
た
ギ
ャ
ロ
ン
語
の
音
声
を
実
際
に
耳
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
巻
末
の
ギ
ャ
ロ
ン
語
形
態
索
引
で
は
、
用
法
を
把
握
し

や
す
い
よ
う
に
、
基
礎
語
彙
お
よ
び
付
録
の
二
〇
〇
例
文
と
日
常
表
現

二
六
〇
も
参
照
範
囲
と
し
て
広
く
語
彙
を
拾
っ
て
お
り
、
レ
フ
ァ
ラ
ン

ス
グ
ラ
マ
ー
と
し
て
の
本
書
の
利
便
性
を
高
め
て
い
る
。
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著
者
は
、
国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
で
、
日
本
を
代
表
す
る

チ
ベ
ッ
ト
学
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
＝
ビ
ル
マ
言
語
学
の
専
門
家
で
あ
る
。

二
〇
一
三
～
二
〇
一
六
年
度
に
は
日
本
西チ

ベ
ッ
ト藏

学
会
の
会
長
も
務
め
ら
れ

た
。
一
九
八
三
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論

文
が
ギ
ャ
ロ
ン
語
の
動
詞
に
か
か
わ
る
形
態
統
辞
論
で
、
以
来
三
〇
年

に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
が
本
書
で
あ
る
。
そ
の
間
、
こ

れ
ま
で
数
々
の
国
際
共
同
研
究
や
現
地
調
査
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
主
催

し
、
後
進
の
育
成
に
も
貢
献
し
て
こ
ら
れ
た
。

　

昨
今
は
、
外
国
人
と
の
連
名
で
／
英
語
で
論
述
し
た
／
個
別
の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
の
報
告
論
文
を
／
量
産
す
る
の
が
、
国
際
性
あ
る
活
発
な

学
術
活
動
を
展
開
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
著
者
は
英

語
に
堪
能
で
国
際
的
に
活
躍
す
る
研
究
者
で
あ
り
な
が
ら
、
敢
え
て
本

書
を
日
本
語
で
論
述
し
総
合
的
な
専
著
と
し
て
刊
行
し
た
。
日
本
語
に

よ
る
論
述
は
、
英
語
の
ス
タ
イ
ル
や
分
析
法
の
枠
組
み
に
縛
ら
れ
ず
、

母
語
に
よ
る
深
い
洞
察
と
精
密
か
つ
自
由
な
論
述
が
展
開
で
き
る
。
日

本
に
お
け
る
関
連
分
野
の
研
究
者
や
、
言
語
学
や
ア
ジ
ア
の
言
語
文
化

に
興
味
を
持
つ
一
般
読
者
も
、
容
易
に
我
が
国
の
学
術
研
究
の
到
達
点

に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
正
確
な
デ
ー
タ
の
利
用
が
可
能
に

な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く
日
本
の
学
術
活
動
の

大
き
な
成
果
で
あ
り
、「
研
究
成
果
の
公
表
と
社
会
へ
の
還
元
」
の
あ

る
べ
き
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
で
ギ
ャ
ロ
ン
語
に
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
ぜ
ひ
ギ
ャ
ロ
ン
語

方
言
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
サ
イ
ト
も
訪
れ
て
欲
し
い
。
著
者
の
設
計
に
な

る
「
み
ん
ぱ
く
デ
ー
タ
ベ
ー
ス	 rG

yalrongic Languages

」（http://htq.
m

inpaku.ac.jp/databases/rG
yalrong/

）
で
は
、
八
一
地
点
に
お
よ
ぶ
ギ
ャ

ロ
ン
語
方
言
の
基
礎
語
彙
と
二
〇
〇
例
文
の
デ
ー
タ
を
参
照
で
き
、
音

声
も
聞
け
る
ほ
か
、
美
し
い
民
族
衣
装
と
特
色
あ
る
建
築
の
写
真
も
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

（
い
け
だ
・
た
く
み　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）


