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は
じ
め
に 

１
月
21
日
、
岡
山
国
際
交
流
セ

ン
タ
ー
で
中
日
国
交
正
常
化
四
十

周
年
記
念
・
岡
山
県
と
中
国
江
西

省
友
好
締
結
二
十
周
年
記
念
と
銘

打
っ
た
「
春
節
中
日
カ
ラ
オ
ケ
大

て
い
ま
す
が
、
実
は
「
戦
争
を
拒
否

し
、
平
和
を
い
の
る
」気
持
ち
を
歌
っ

て
い
る
と
紹
介
し
、
日
中
友
好
を
心

か
ら
願
っ
て
い
る
と
話
し
ま
し
た
。

私
は
、
彼
女
の
気
持
ち
の
こ
も
っ
た

歌
声
と
話
に
感
動
し
、
今
後
交
流

で
き
れ
ば
と
名
刺
を
渡
し
ま
し
た
。 

優
勝
し
た
の
は
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス

姿
で
「
万
事
如
意
」
を
歌
っ
た
中
国

人
の
劉
敏
さ
ん
で
す
。
彼
女
の
感
情 

の
あ
る
心
に
響
く
歌
声
は
、
約
１
０

０
人
を
超
え
る
会
場
の
人
々
を
魅

了
し
ま
し
た
。
彼
女
は
、
来
日
８
年

目
の
主
婦
で
、
将
来
の
夢
は
「
娘
を

立
派
な
子
ど
も
に
育
て
た
い
」
と
母

親
の
願
い
を
書
い
て
い
ま
し
た
。 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

お
元
気
で
新
し
い
年
を
お
迎
え
の

こ
と
と
お
よ
ろ
こ
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

小
生
、
正
月
３
日
で
、
い
よ
い
よ
古

稀
で
す
が
、
９４
歳
に
し
て
ま
だ
ま
だ

健
在
の
母
に
励
ま
さ
れ
な
が
ら
「
人

生
こ
れ
か
ら
！ 

目
標
・
夢
の
実
現
に

向
け
て
一
歩
一
歩
前
へ
！
」
と
挑
戦
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

特
に
、
「
素
晴
ら
し
い
日
本
国
憲
法

が
地
域
の
暮
ら
し
の
隅
々
に
・国
民
一

人
ひ
と
り
に
生
か
さ
れ
る
」よ
う
な
社

会
に
な
る
た
め
に
、
み
な
さ
ん
と
力

を
合
わ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
微

力
を
尽
く
し
た
い
と
心
新
た
に
し
て
い

ま
す
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

書
初
め
に
、
今
年
の
干
支
「
龍
」
を

色
紙
に
し
た
た
め
ま
し
た
。
拙
筆
で
恐

縮
で
す
が
「
ま
す
ま
す
お
元
気
で
ご

活
躍
を
」
の
気
持
ち
を
込
め
て
添
付

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
笑
覧
く

だ
さ
い
。 

 

高
梁
９
条
の
会 

 

小 

阪 

洋 

志 

日
本
側
の
メ
ン
バ
ー
は
、
中
国
に

対
す
る
思
い
の
強
い
人
が
多
く
、

「
茉
莉
花
」
を
歌
っ
た
県
農
業
大
学

の
教
員
は
「再
度
中
国
で
野
菜
生
産

の
指
導
！
」
ま
た
「
陪
我
看
日
出
」

を
歌
っ
た
県
庁
農
産
課
の
職
員
は

「
日
本
と
中
国
い
つ
ま
で
も
平
和
で

仲
良
く
な
る
よ
う
に
」
そ
れ
ぞ
れ

「
将
来
の
夢
」
の
欄
に
書
い
て
い
ま
し

た
。 中

国
側
で
私
が
一
番
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
最
初
に
「
島
唄
」
を
歌
っ

た
呉
旻
（
河
南
省
洛
陽
市
出
身
・
来

日
２
年
の
留
学
生
で
将
来
の
夢
は

「
日
本
語
の
教
師
に
な
り
た
い
」
）
さ

ん
で
す
。
彼
女
は
、
歌
の
途
中
で
、
こ

の
曲
は
失
恋
の
唄
の
よ
う
に
言
わ
れ

お
わ
り
に 

こ
の
大
会
の
審
査
委
員
長
は
、
以

前
日
中
岡
山
の
事
務
局
長
を
さ
れ

て
い
た
澤
山
博
一
さ
ん
で
し
た
。 

久
し
ぶ
り
に
お
会
い
し
ま
し
た

が
、
お
元
気
そ
う
で
し
た
。 

な
お
、
会
場
で
中
国
人
を
含
む

外
国
籍
の
法
律
「
入
管
法
・
住
基

法
」
の
学
習
会
（
２
月
８
日
・
午
後
２

時
～
５
時
・
岡
山
国
際
交
流
セ
ン
タ

ー
）
の
案
内
が
あ
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ

参
加
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

私
は
、
日
中
友
好
を
願
う
気
持

ち
が
い
っ
ぱ
い
の
歌
声
が
ひ
び
く
会

場
で
、
満
ち
た
り
た
楽
し
い
ひ
と
と

き
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部 

事
務
局
長 

小
林
軍
治 

会
」が
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
会
は
、
岡
山
県
華
僑
華
人

総
会
（
会
長
・
劉
勝
徳
）
の
主
催
で
、

日
本
・
中
国
双
方
か
ら
８
人
づ
つ
計

１６
人
の
老
若
男
女
（
小
学
生
の
女

の
子
か
ら
60
代
の
男
性
）
が
、
自
慢

の
喉
を
披
露
し
ま
し
た
。 

日
中
国
交
正
常
化
40
周
年
記
念 

日
中
友
好
の
歌
声
ひ
び
く
！ 

後
藤
さ
ん
「
北
国
の
春
」
を
熱
唱 

高
島
教
室
の
後
藤
宏
（
中
国
名
・

張
広
会
）
さ
ん
が
、
中
国
側
の
メ
ン

バ
ー
で
出
場
し
ま
し
た
。
私
た
ち
講

師
（
和
田
・
文
屋
・
佐
々
木
・
小
林
）

と
益
田
百
合
子
さ
ん
、
後
藤
さ
ん

の
お
く
さ
ん
と
６
人
で
「
加
油
！
後

藤
先
生
」
の
横
断
幕
を
も
っ
て
応
援

に
行
き
ま
し
た
。 

後
藤
さ
ん
は
、
出
番
前
に
何
回

も
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
を
飲
む
な
ど

少
し
緊
張
ぎ
み
で
し
た
。
そ
ん
な
後

藤
さ
ん
を
お
く
さ
ん
は
、
微
笑
み

な
が
ら
温
か
く
見
守
っ
て
い
ま
し

た
。
本
番
で
は
、
日
本
語
で
「
北
国

の
春
」
を
い
つ
も
の
透
き
通
っ
た
声
で

熱
唱
し
、
大
き
な
拍
手
に
つ
つ
ま
れ

ま
し
た
。 

日
中
友
好
を
心
か
ら
願
っ
て
歌
う 

「北国の春」を熱唱する後藤さん 

中央が後藤さんのおくさん 

「島唄」を歌う呉旻さん 

「万事如意」を歌い優勝した劉敏さん 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

２
月
１
（水
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

稲葉 

貝吹 

小林 

真田 

竹内和 

竹内袈 

谷口 

三垣 

私
は
た
ま
た
ま
、
原
稿
を
竹
内

袈
裟
行
さ
ん
に
渡
す
と
き
、
こ
の

「
国
境
」
も
ん
だ
い
を
話
し
た
。
「
何

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
さ
っ
ぱ
り

わ
か
ら
な
い
」
と
。 

竹
内
さ
ん
は
そ
の
日
の
う
ち
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
、
電
話

を
く
れ
た
。 

「
数
年
前
に
は
、
外
国
人
も
国
境

門
へ
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
資
料
は

そ
の
こ
ろ
の
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後

な
ぜ
か
、
中
・
露
・
モ
ン
ゴ
ル
人
だ
け

が
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た
。
あ
る
日
本
人
が
８０
元
出
し
て

切
符
を
買
お
う
と
し
た
が
、
つ
い
日

本
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
っ
て
お
金
を

返
さ
れ
た
、
と
い
う
お
も
し
ろ
い
話

も
出
て
い
る
。
ま
た
門
へ
は
入
れ
な
い

が
、
近
く
に
あ
る
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
飾
ら
れ
て
い
る

無
料
の
公
園
に
は
入
る
こ
と
が
で
き

る
。
門
の
外
か
ら
眺
め
て
写
真
を
と

る
こ
と
も
で
き
る
」
と
い
う
ふ
う
な

こ
と
だ
っ
た
。
だ
っ
た
ら
国
境
門
の

前
ま
で
い
っ
て
「
こ
こ
か
ら
は
中
・
露
・

モ
ン
ゴ
ル
人
以
外
は
入
れ
な
い
の
で
、

こ
こ
で
写
真
を
と
っ
た
り
眺
め
た
り

し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
い
え
ば
す
む
こ

と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で

「
国
境
ま
で
行
っ
た
」
こ
と
に
な
る
で

は
な
い
か
。 

こ
う
い
う
、
や
や
こ
し
い
状
況
に

あ
る
観
光
地
に
つ
い
て
は
、
旅
行
社

は
ち
ゃ
ん
と
情
報
を
集
め
、
中
国
の

旅
行
社
と
き
ち
ん
と
連
絡
を
と
っ

て
お
く
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。 

ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？  

竹内和夫 

「五十音図」という名の表には、約１００拍の文字（ひらがな、

カタカナ）がならんでいる。 

上からタテに右から左へ、ア行カ行サ行・・・とよび、 

右上からヨコに、ア段イ段ウ段・・・とよぶ。 

 

ニホン語の動詞は語尾変化して形をかえる。 

国文法では「活用」という。その変化のしかたは、きわめて規

則的な体系をなしている。 

すなわち、語幹末がアイウエオの５段にわたって変化する

もの〔五段動詞 2.000 以上〕と語幹末がイ段かエ段であるも

の〔１段動詞 1.000以上〕からなっている。 

「する」〔サ変動詞〕と「来る」〔カ変動詞〕が不規則動詞であ

る。「取った」のように、つまる音が出る動詞は、５段動詞だけ

である。 

なお、漢文調の書きことばには、命じる〔ずる〕、生じる〔ず

る〕、任じる〔ずる〕など話しことばでは、あまり使われない動詞

があるが、これらは１段動詞あるいはサ変動詞の１種としての

変化をもつ。 

ついでながら、ヨーロッパ諸国のどれかを学んだ人は、か

ならず不規則動詞の多さにおどろき、丸暗記の必要な変化

形の多さになやまされる。たとえば、英和辞典の付録をみよ

う。２００もの不規則動詞がならんでいる。しかも、こまったこと

に、非常によく使われる動詞が、ほとんど不規則なのである。

「ある、する、読む、聞く、話す、書く、食べる、飲む、行く、来

る、買う、売る」などなど・・・・・。 

つづく 

⑤ 人権と連帯の花ひらく岡山に 
─憲法が輝く地域づくり─ 

岡山県地域人権問題研究集会２０１２ 

2012年2月 4日（土）受付 10～ 

岡山市勤労者福祉センター 

 

中国帰国者の体験を聴く会 

2月７日（火）10時～１２時 

高島公民館 
 

第 44回「建国記念日」を考えるつどい 

テーマ「日の丸・君が代と現代」 

１．講演 「最高裁判決を読む」 

  講師：中富公一 （岡山大学法学部教授） 

２.特別報告「大阪維新の会と日の丸・君が代」 

  報告者：小畑隆資（岡山大学名誉教授） 

日時 2月 11日（土・祝日） 13時３０分～開会 

場所 岡山大学法文経講義棟 10番講義室 

資料代５００円（学生３００円） 

「
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
」
へ
の
旅 

７ 

坪
井
あ
き
子 

 

満
洲
里
の
旧
日
本
人
学
校 

国境門の入り口（旅行社のパンフレットより） 


