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３
月
１８
日
芳
田
公
民
館
で
市

内
の
飲
食
店
に
お
勤
め
の
李
さ
ん

を
講
師
に
お
招
き
し
、
子
供
さ
ん

も
含
め
て
総
勢
２３
名
が
午
前
１０

時
か
ら
中
華
料
理
に
挑
戦
し
た
。 

 

日
頃
レ
ト
ル
ト
の
「
○
○
の
素
」

を
使
っ
て
し
か
作
っ
た
こ
と
が
な
い

の
で
、
特
に
男
性
陣
は
一
か
ら
作

る
料
理
に
四
苦
八
苦
し
な
が
ら

先
生
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
つ
つ
何

と
か
完
成
さ
せ
る
。
４
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
作
る
が
、
自
身
の

料
理
を
他
者
と
比
較
す
る
と
こ

う
も
味
が
分
か
れ
る
も
の
か
と
、

物
）
、
も
や
し
と
肉
炒
め
を
作
り
ま

し
た
。 

 

最
初
は
、
田
川
さ
ん
と
料
理
が
結

び
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
軽
妙
な

語
り
口
（
も
ち
ろ
ん
日
本
語
で
す
）

と
手
慣
れ
た
し
ぐ
さ
の
説
明
に
は
、

ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
私
も
皮
作

り
、
具
入
れ
と
水
餃
子
作
り
に
取

３
月
１２
日
、
岡
山
市
福
祉
交
流

プ
ラ
ザ
旭
東
で
「
中
国
の
家
庭
料
理

講
座
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
私
は
、

高
島
日
本
語
教
室
の
和
田
先
生
の

紹
介
で
参
加
し
ま
し
た
。
講
師
は
、

二
胡
演
奏
者
の
田
川
（
デ
ン
セ
ン
）

さ
ん
で
す
。
皮
か
ら
作
る
水
餃
子
、

木
須
西
紅
柿
（
卵
と
ト
マ
ト
の
炒
め

り
組
み
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
な

く
、
う
ま
く
で
き
ま
し
た
。
出
来
立

て
の
料
理
を
お
か
ず
に
白
い
ご
飯
を

美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

お
ま
け
に
田
川
さ
ん
が
二
胡
で

「さ
く
ら
」
を
演
奏
し
て
く
だ
さ
り
、

食
と
音
で
身
体
全
体
が
満
た
さ

れ
、
至
福
の
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

料
理
の
奥
の
深
さ
を
改
め
て
知
っ

た
。
作
っ
た
料
理
は
海
老
チ
リ
、
レ
バ

ニ
ラ
炒
め
、
麻
婆
豆
腐
、
カ
ニ
あ
ん

か
け
チ
ャ
ー
ハ
ン
。
ど
れ
も
食
感
が

あ
り
絶
品
。 

 

皆
、
熱
心
に
メ
モ
を
取
り
家
に
帰

っ
て
今
日
の
レ
シ
ピ
を
ぜ
ひ
再
現
し

て
み
た
い
と
言
っ
て
い
る
。 

み
な
さ
ん
も
次
回
は
奮
っ
て
参

加
し
て
下
さ
い
。
併
せ
て
次
回
の
メ

ニ
ュ
ー
リ
ク
エ
ス
ト
も
岡
山
支
部
で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い

し
ま
す
。 

 

第
３８
回
中
国
料
理
教
室 

料
理
の
奥
深
さ
を
知
る 

谷
川
浩
文 

中
国
の
家
庭
料
理 

料
理
と
二
胡
の
演
奏
で
至
福
の
ひ
と
時 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

４
月
１１
（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 

竹内和 

竹内袈 

三垣 

が
っ
た
列
に
並
ん
だ
。
だ
ら
だ
ら
列

を
動
い
て
い
る
と
突
然
「
オ
カ
ヤ
マ
！

オ
カ
ヤ
マ
！
」と
叫
ぶ
声
。 

Ｓ
さ
ん
と
わ
た
し
た
ち
は
声
を
か

け
あ
っ
て
、
長
い
列
を
尻
目
に
窓
口

へ行
き
手
続
き
を
す
ま
せ
た
。 

そ
れ
か
ら
走
っ
て
走
っ
て
（
高
齢

者
だ
か
ら
速
度
は
し
れ
て
い
る
）
搭

乗
口
へ
。
機
内
の
朝
食
で
や
っ
と
落

ち
つ
く
。 

そ
う
い
う
、
一
泊
追
加
と
い
う
場

合
の
費
用
は
ど
こ
か
ら
出
る
の
か
、

私
は
知
ら
な
い
。 

留
学
生
の
Ｓ
さ
ん
と
わ
た
し
た
ち

は
空
港
側
が
用
意
し
て
く
れ
た
車

で
、
大
連
の
小
さ
な
ホ
テ
ル
へ
行
き
、

パ
ッ
ク
入
り
の
弁
当
を
も
ら
っ
て
、
３

時
間
ほ
ど
休
憩
。
そ
れ
か
ら
上
海
へ

飛
ん
だ
。 

夜
お
そ
く
着
い
て
、
迎
え
に
来
て

く
れ
る
予
定
者
が
見
つ
か
ら
ず
、
Ｓ

さ
ん
が
走
り
回
り
、
窓
口
で
た
ず
ね

て
く
れ
て
、
外
の
道
端
で
待
っ
て
い
た

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
小
さ
な
ホ
テ
ル
へ
。
夕

食
は
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
、
ソ
ー
セ
ー

ジ
、
お
茶
だ
っ
た
。
私
は
初
め
て
中

国
の
大
型
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ

た
。 翌

朝
の
上
海
空
港
は
ま
た
ま
た

大
混
雑
、
い
つ
窓
口
へ
た
ど
り
着
け

る
の
か
と
思
う
ほ
ど
く
ね
く
ね
と
曲

ん
ど
う
だ
。
そ
れ
で
Ａ
子
さ
ん
だ
け

広
島
へ帰
り
、
新
幹
線
で
東
京
へ、
と

い
う
方
法
を
選
び
、
あ
わ
た
だ
し
く

別
れ
て
い
っ
た
。 

大
連
か
ら
岡
山
へ
は
週
３
回
だ
か

ら
、
あ
す
は
出
な
い
。
一
日
延
ば
し

て
私
た
ち
は
上
海
ま
わ
り
で
帰
る
こ

と
に
な
っ
た
。
空
港
の
職
員
が
「
岡

山
へ
行
く
留
学
生
は
い
ま
せ
ん
か
」

と
か
な
ん
と
か
呼
び
か
け
て
、
洛
陽

か
ら
岡
山
商
科
大
学
へ
留
学
し
て
い

る
２２
才
の
Ｓ
さ
ん
を
見
つ
け
て
く

れ
た
。 

高
齢
者
７
名
を
押
し
つ
け
ら
れ

た
彼
は
い
い
迷
惑
だ
っ
た
ろ
う─

─

と
あ
と
で
苦
笑
し
て
し
ま
う
の
だ

が
、
彼
が
い
な
か
っ
た
ら
私
た
ち
は

相
当
困
っ
た
だ
ろ
う
。 

へ
帰
る
ツ
ア
ー
の
人
た
ち
も
大
連
で

足
止
め
、
大
連
空
港
は
大
混
雑
。
し

か
し
ツ
ア
ー
の
人
た
ち
に
は
旗
を
も

っ
た
添
乗
員
が
つ
い
て
い
る
。
私
た
ち

に
は
「指
揮
者
」が
い
な
い
。 

そ
れ
で
も
空
港
の
職
員
が
あ
れ

こ
れ
手
配
し
て
く
れ
た
。
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
の
女
優
の
Ａ
子
さ
ん
は
、
き
ょ

う
中
に
ど
う
し
て
も
東
京
へ
帰
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
員
が
「
広
島

空
港
へな
ら
帰
れ
る
」
と
い
う
。 

岡
山
空
港
へ
車
を
置
い
て
い
る
私

た
ち
は
、
広
島
へ帰
っ
て
も
あ
と
が
め

結
局
、
ハ
イ
ラ
ル
空
港
か
ら
２
時

間
お
く
れ
の
出
発
と
な
り
、
北
京
へ

着
い
た
の
は
夜
の
９
時
前
。
迎
え
の

車
で
ホ
テ
ル
へ。 

９
月
３
日
、
大
連
経
由
で
岡
山
へ

無
事
帰
国
、
と
い
う
予
定
。
こ
の
旅

行
記
も
お
わ
る
は
ず
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
北
京
か
ら
大
連
に
着
い
た
ら

岡
山
空
港
行
き
は
キ
ャ
ン
セ
ル
、
と

い
う
掲
示
が
出
て
い
る
。 

台
風
１２
号
が
岡
山
を
直
撃
、
岡

山
空
港
は
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

成
都
や
北
京
を
観
光
し
て
岡
山

と
に
か
く
無
料
だ
っ
た
が
、
宿
も

食
事
も
あ
り
あ
わ
せ
と
い
う
印
象

で
あ
っ
た
。 

台
風
が
す
ぎ
た
岡
山
空
港
か
ら

私
は
車
で
Ｓ
さ
ん
を
彼
の
ア
パ
ー
ト

前
ま
で
送
り
、
我
が
家
へ─

─

。 

 

こ
の
年
の
、
１２
月
２４
日
、
旅
行

参
加
者
は
Ｓ
さ
ん
に
感
謝
す
る
夕

食
会
を
し
た
。
ふ
り
か
え
っ
て
、
あ
の

「
緊
急
事
態
」
を
お
も
し
ろ
お
か
し

く
語
り
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。 

（完
） 

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 

  アクセント 

 複合動詞「食べすぎる」や複合名詞「秋風」を１つの単語と

考える理由のひとつにアクセントがある。 

A. 英語では record という単語を読むとき、レコードのレを強

くいう（レにアクセントがある）ときは名詞で「記録」と

いう意味、レコードのコにアクセントがあるときは動詞で

「記録する」という意味になるそうですね。 

B. ニホン語のアクセントは、そんなことはないが、どうなっ

てるの？ 

C. たとえば「雨」はア˥ メ（ ˥ は高から低へおちる「滝」の

しるし）、ここにアクセントがあって、「飴」のアメはアク

セントがない。意味を区別している。分類すると、 

強さアクセント（英語、ロシア語など） 

アクセント         単語アクセント（ニホン語） 

高さアクセント 

音節アクセント（中国語） 

 岡山方言のアクセントは東京式アクセントに属しているが、

まったくおなじではない。 

 たとえば、 東京式    岡山式  

       ウシロ    ウ˥ シロ   （後） 

       ナツ˥     ナ˥ ツ    （夏） 

       フユ˥     フ˥ ユ    （冬） 

       アカイ    アケ˥ エ   （赤い） 

 

 さて、「食べる」と「すぎる」という２つの動詞をいっしょに

すると、タ˥ ベ＋スギ˥ ル＝タベスギ˥ ルとなって、アクセントに

単語をまとめる力があることがわかる。 ア˥ キ＋カゼ＝アキカ˥ 

ゼもそうだ。カゼ＋クルマ＝カザグ˥ ルマのようにアクセントの

ほかに、音をかえて単語をまとめることもできる。この場合カ

ザとかグルマとかいう単語はないから、わかりやすい。おもし

ろいでしょう。 

                   つづく 

⑫ 

「
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
」
へ
の
旅 

⑭ 

坪
井
あ
き
子 

 

す
い
せ
ん
し
ま
す 

『
文
明
と
野
蛮
を
越
え
て
』 

（か
も
が
わ
出
版 

２
０
１
１ 

￥
２
８
０
０
） 

日
本
人
に
と
っ
て
東
ア
ジ
ア
と
は

い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。
ア
ジ
ア
と

日
本
は
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
明
治
維
新
で
は
「脱

亜
入
欧
」が
叫
ば
れ
ま
し
た
。  

「
遅
れ
た
ア
ジ
ア
か
ら
抜
け
出
し

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仲
間
入
り
を
願
い
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
尊
敬
し
て
い
た
中

国
や
朝
鮮
を
、
な
ぜ
「
遅
れ
た
ア
ジ

ア
」と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。  

「
文
明
開
化
」
と
い
う
あ
だ
花
に

浮
か
れ
た
日
本
は
、
や
が
て
「
大
ア

ジ
ア
主
義
」
と
か
［
大
東
亜
共
栄

圏
］
と
言
っ
て
、
「
鬼
畜
米
英
」
と
闘

う
こ
と
を
日
本
の
使
命
と
し
ま
し

た
。
敗
戦
後
、
再
び
日
本
は
「
欧
米
・

西
側
」
の
仲
間
入
り
を
し
て
、
今
や

「
日
米
同
盟
」
の
も
と
で
生
き
る
道

を
選
択
し
て
い
ま
す
。 

（以
上
は
、
は
し
が
き
か
ら
） 

巻
末
の
〈
資
料
〉東
ア
ジ
ア
歴
史
・

人
権
・
平
和
宣
言
（
２
０
１
１
年
１０

月
２
日
、
明
治
大
学
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ

ー
、
平
和
宣
言
）２
７
３
ペ
ー
ジ
か
ら

３
２
５
ペ
ー
ジ
は
、
ま
こ
と
に
す
ば

ら
し
い
宣
言
で
、
こ
れ
か
ら
の
日
本

の
進
む
べ
き
道
を
照
ら
し
て
く
れ
て

い
る
。 

竹
内
和
夫 


