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は
じ
め
に 

４
月
の
石
原
東
京
都
知
事
の
「
尖

閣
諸
島
購
入
発
言
」
に
端
を
発
し
、

９
月
の
野
田
内
閣
の
国
有
化
決
定

を
受
け
、
中
国
各
地
で
激
し
い
反
日

デ
モ
が
広
が
っ
た
。
一
部
若
者
が
暴

徒
化
し
、
日
系
企
業
が
破
壊
さ
れ
、

勝
手
に
す
る
こ
と
に
抗
議
す
る
と

思
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
や
じ
う
ま

が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
か
れ
ら
１０
代

後
半
、
２０
代
前
半
の
若
い
人
た
ち

は
学
校
に
も
行
っ
て
い
な
い
し
、
働

く
と
こ
ろ
も
な
い
人
々
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
、
彼
た
ち
に

対
し
て
お
も
し
ろ
い
事
が
あ
る
ら
し

い
、
じ
ゃ
あ
皆
集
め
ろ
、
“
デ
モ
”
し

よ
う
か
な
あ
、
で
あ
つ
ま
っ
た
。
だ
か

ら
、
た
ん
に
“
デ
モ
”
じ
ゃ
な
く
て
そ

れ
以
上
に
や
り
ま
し
た
。
多
く
の
日

系
企
業
が
被
害
に
あ
い
ま
し
た
。
で

も
、
普
通
の
人
は
絶
対
に
そ
ん
な
こ

と
は
し
ま
せ
ん
、
“
日
中
友
好
”
の
こ

と
を
望
み
ま
す
。
日
中
戦
争
は
し

た
く
な
い
。
で
も
今
回
の
事
件
が
発

生
し
ま
し
た
。
や
は
り
両
国
の
リ
ー

ダ
の
戦
略
的
な
会
談
が
必
要
と
思

い
ま
し
た
。 

両
国
の
国
民
の
生
活
と
経
済
の

成
長
を
一
番
重
要
な
こ
と
と
考
え

た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す 今

岡
愛
子 

芳
田
公
民
館 

日
本
語
学
習
講
座 

一
周
年
式
典 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

谷
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文 

 

十
月
二
十
日
十
時
よ
り
芳
田
公

民
館
で
１４
人
弱
の
関
係
者
が
集
ま

り
一
周
年
式
典
が
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。
講
師
や
芳
田
公
民
館
の
職

員
の
挨
拶
に
続
い
て
、
日
本
語
教
室

の
受
講
生
が
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
で

発
表
し
ま
し
た
。
日
本
語
教
室
の

雰
囲
気
は
と
て
も
良
く
、
僅
か
な

参
加
費
で
、
彼
女
ら
の
都
合
を
優

先
し
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
大
変

感
謝
し
て
い
る
と
口
を
揃
え
て
言
っ

て
い
ま
し
た
。
一
度
見
学
さ
せ
て
も

ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
教
室

は
中
国
語
と
日
本
語
が
飛
び
交
い

笑
顔
が
パ
ッ
と
咲
い
て
い
る
そ
ん
な

楽
し
い
と
こ
ろ
で
し
た
。 

 

受
講
生
に
よ
る
中
国
料
理
の
作

り
方
の
説
明
に
は
、
日
本
の
女
性
陣

か
ら
沢
山
の
質
問
が
出
ま
し
た
が
、

受
け
答
え
も
ち
ゃ
ん
と
全
部
日
本

語
で
出
来
て
い
ま
し
た
。
中
国
語
学

習
歴
三
年
の
私
は
、
彼
女
ら
と
同

じ
く
ら
い
の
学
習
期
間
な
の
に
未
だ

稚
拙
な
内
容
し
か
話
せ
な
い
こ
と
を

恥
ず
か
し
く
思
う
と
同
時
に
彼
女

達
を
見
習
っ
て
私
も
も
っ
と
努
力
を

し
な
け
れ
ば
と
堅
く
誓
い
、
公
民
館

を
そ
っ
と
後
に
し
ま
し
た
。 

両
国
の
国
民
の
生
活
と

経
済
を
第
一
に 

今
回
“
釣
魚
島
”
（
尖
閣
諸
島
の

中
国
名
）
の
主
権
問
題
が
き
っ
か
け

で
、
中
国
１
０
０
都
市
以
上
の
地
域

で
、
反
日
デ
モ
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ

で
日
中
関
係
に
黒
い
影
を
落
と
し

ま
し
た
。 

今
回
の
事
件
の
導
火
線
は
、
日

本
の
釣
魚
島
国
有
化
が
が
引
き
起

こ
し
た
と
思
い
ま
し
た
。
“
釣
魚
島
”

は
日
中
両
国
に
対
し
て
と
て
も
大

事
な
所
な
ん
で
す
。
両
方
と
も
自

分
の
領
土
と
主
張
し
ま
し
た
、
ど
ち

ら
も
譲
り
ま
せ
ん
。
誰
で
も
譲
っ
て

は
い
け
な
い
、
そ
の
こ
と
、
日
中
国

交
の
時
も
両
方
協
議
し
ま
し
た
。
こ

の
あ
と
の
鄧
小
平
さ
ん
も
“
棚
上

げ
”
論
も
あ
っ
て
両
方
認
め
た
。
し

か
し
９
月
日
本
側
の
“
购
島
”
協
議

“
島
国
有
化
”
の
笑
谈
な
こ
と
し
ま

し
た
。
そ
れ
で
、
日
中
両
国
の
友
誼

の
橋
が
崩
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
、

中
国
人
の
心
に
大
き
な
衝
撃
で
し

た
、
だ
か
ら
反
日
デ
モ
が
相
次
い
で

各
地
で
多
発
し
ま
し
た
。 

デ
モ
に
参
加
し
た
人
は
、
日
本
人

に
対
し
て
で
は
な
い
、
日
本
政
府
の

お
わ
り
に 

今
岡
愛
子
さ
ん
と
日
中
友
好
新

聞
の
１０
月
１５
日
号
に
載
っ
た
上
里

賢
一
氏
の
「
心
の
窓
開
い
て
話
し
合

い
進
め
よ
う
」
を
読
み
あ
わ
せ
し

た
。
彼
女
は
、
こ
の
五
項
目
の
提
言

（
資
料
参
照
）
に
賛
成
で
あ
る
。
中

国
も
理
解
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と

述
べ
た
。 

現
在
、
事
態
は
一
応
鎮
静
化
し

て
い
ま
す
が
、
問
題
の
火
種
は
消
え

た
わ
け
で
は
な
い
。
い
つ
爆
発
す
る

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
日
中
双
方
に
軍

事
的
対
応
で
な
く
平
和
的
な
外
交

に
よ
っ
て
、
時
間
を
か
け
冷
静
な
話

し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
の
道
を
探
し

て
欲
し
い
。
日
中
不
再
戦
の
旗
を
高

く
掲
げ
て
日
中
友
好
運
動
を
進
め

て
き
た
、
私
た
ち
は
、
今
後
も
日
中

両
国
民
の
草
の
根
の
交
流
を
大
切

に
し
て
い
き
た
い
。 

小
林
軍
治 

さ
ら
に
日
本
人
が
暴
行
さ
れ
る
と

い
っ
た
事
態
が
起
こ
っ
た
。 

日
中
国
交
回
復
４０
周
年
を
記

念
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
、
双
方
の

文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
経
済
交
流
が
中

止
に
な
っ
た
。
日
中
関
係
は
、
４０
年

間
で
最
大
の
危
機
的
な
状
況
に
な
っ

て
い
る
。 

尖
閣
諸
島
問
題
と
反
日
デ
モ
に
つ
い
て 

─
─

中
国
帰
国
者
の
思
い─

─
 

日
本
の
中
国
に

対
す
る
感
情
が
悪

化
す
る
な
か
で
、

日
本
で
生
活
し
て

い
る
中
国
帰
国
者

の
み
な
さ
ん
は
、

複
雑
な
思
い
で
こ

の
問
題
の
動
向
を

見
守
っ
て
い
る
。
今

回
は
、
日
本
に
来

て
８
年
が
経
過
し

た
、
中
国
残
留
婦

人
の
３
世
で
長
岡

の
日
本
語
教
室
で

学
ん
で
い
る
今
岡

愛
子
さ
ん
に
、
そ

の
思
い
を
書
い
て

も
ら
っ
た
。 

  

一
、 

対
米
従
属
路
線
の
見
直
し
を 

二
、 

軍
事
的
緊
張
の
火
種
と
す
る
な 

三
、 

『
領
土
問
題
』
の
存
在
認
め
よ 

四
、 
資
源
共
同
開
発
へ
踏
み
出
せ 

五
、 

日
中
台
間
で
共
同
研
究
を 

五項目の提言 

小林軍治さんと今岡愛子さん 

2271 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

１１
月
１２
（月
）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
。 

  

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

三垣 

光本 

岡
山
県
９
条
の
会
ニ
ュ
ー
ス 

三
木
睦
子
さ
ん
の
志
を
受
け
継

い
で 

九
条
の
会
が
講
演
会 

 

９
月
29
日
、
東
京
日
比
谷
公
会
堂

で
開
か
れ
た
九
条
の
会
講
演
会
は
、

全
国
か
ら
１
８
０
０
人
が
参
加
、
熱

気
を
帯
び
た
会
場
で
、
大
江
健
三

郎
・
奥
平
康
弘
・
澤
地
久
枝
三
氏
の

講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

大
江
健
三
郎
さ
ん
：
三
木
さ
ん
の

思
い
出
に
ふ
れ
た
あ
と
、
原
発
ゼ
ロ
の

勢
力
に
期
待
、
尖
閣
列
島
で
沖
縄
を

無
視
す
る
都
知
事
の
態
度
、
こ
の
国

は
民
主
主
義
だ
ろ
う
か
。
原
発
再
稼

動
、
オ
ス
プ
レ
イ
い
ず
れ
も
憲
法
と
深

く
関
わ
る
。
９
条
を
守
り
抜
く
声
を

世
界
に
発
信
す
る
こ
と
が
重
要
だ
。 

 

奥
平
康
弘
さ
ん
：
憲
法
九
条
に
込

め
ら
れ
た
非
戦
・
非
武
装
の
精
神
は

そ
の
後
の
運
動
や
裁
判
に
よ
り
保
た

れ
て
い
る
。
今
改
憲
を
目
指
す
支
配

層
は
「
集
団
的
自
衛
権
」
獲
得
を
課

題
と
し
、
橋
下
大
阪
市
長
は
憲
法
96

条
改
訂
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
今
こ

そ
九
条
の
会
立
ち
上
げ
の
出
発
点
、

九
条
の
魂
を
再
び
選
び
取
ろ
う
。 

 

澤
地
久
枝
さ
ん
：今
こ
そ
憲
法
の
精

神
に
立
ち
返
り
、
日
本
が
民
主
的
な

国
と
し
て
、
命
を
大
切
に
す
る
国
に

す
る
た
め
に
一
人
ひ
と
り
の
意
思
と

勇
気
が
試
さ
れ
て
い
る
。 

と
嘆
い
て
い
る
に
違
い
な
い
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
わ
り 

 

西
安
か
ら
帰
っ
て
き
て
テ
レ
ビ
を
つ

け
る
と
西
安
で
は
デ
モ
で
死
傷
者

（
中
国
人
）
も
出
た
ら
し
い
。
日
本

人
が
宿
泊
す
る
ホ
テ
ル
も
取
り
囲

ま
れ
、
引
き
ず
り
出
せ
！
と
ま
で

言
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
報
道

に
接
す
る
た
び
に
、
一
概
に
中
国
だ

け
に
全
面
的
な
非
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
日
本
が
歴
史
認
識
に
つ
い
て
余

り
に
無
関
心
で
無
知
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
特
に
中
国
は
先
の
戦
争
で

多
く
の
日
本
人
に
虐
殺
さ
れ
蹂
躙

さ
れ
て
お
り
、
学
校
で
反
日
教
育

を
叩
き
こ
ま
れ
て
い
る
。 

中
国
と
日
本
は
互
恵
関
係
に
あ

る
の
で
、
ど
っ
ち
が
欠
け
て
も
経
済

的
に
窮
地
に
陥
る
。
日
本
と
中
国

は
互
い
に
共
存
共
栄
の
道
を
模
索

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
唐
を
訪

れ
た
日
本
人
僧
侶
の
空
海
も
こ
の

光
景
を
天
上
か
ら
見
下
ろ
し
き
っ

 

我
々
は
帰
国
の
途
に
就
く
た
め
朝

６
時
半
に
ホ
テ
ル
を
出
る
。
中
国
南

方
航
空
で
大
連
を
経
由
し
て
帰
る

が
、
大
連
か
ら
日
本
に
永
住
し
て
い

る
と
い
う
中
国
人
が
僕
の
横
へ
乗
っ

て
き
た
。
ち
ょ
っ
と
変
な
関
西
弁
を

使
う
が
、
気
さ
く
な
奴
で
、
終
始
日

本
語
で
日
本
と
中
国
の
出
来
事
に

つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
た
。 

こ
こ
で
は
詳
し
く
書
け
な
い
が
、

彼
は
負
け
ず
嫌
い
で
、
日
本
と
戦
争

に
な
っ
た
ら
絶
対
勝
つ
！
！
と
豪
語

し
て
い
た
。
あ
く
ま
で
も
半
分
冗
談

で
言
っ
て
る
の
だ
ろ
う
が
、
最
後
は

や
は
り
お
互
い
仲
良
く
や
り
た
い

ね
！
で
話
は
ま
と
ま
っ
た
。 

 

西
安
空
港
で
は
ツ
ア
ー
客
は
団
体

専
用
通
路
を
使
う
こ
と
に
な
っ
て
い

て
、
往
路
も
復
路
も
通
路
を
出
る

と
日
本
人
団
体
客
だ
け
バ
ス
に
詰
め

込
ま
れ
、
行
き
は
暗
い
空
港
か
ら
人

気
の
な
い
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
か
れ

る
。 あ

る
者
は
不
安
に
な
っ
た
の
か

「
拉
致
さ
れ
る
の
か
？
？
？
！
！
」

と
言
い
だ
す
も
の
も
。 

決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
無
い
。
そ

れ
は
駐
機
場
か
ら
手
荷
物
を
受
け

取
る
場
所
ま
で
か
な
り
離
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
っ
た
。
後
で
知
っ
た
が

我
々
は
Ｖ
Ｉ
Ｐ
待
遇
だ
っ
た
よ
う

だ
。 

古
代
史
家
上
田
正
昭
氏
は
、
あ
る

料
亭
の
主
人
が
所
蔵
す
る
朝
鮮
陶
器

な
ど
を
自
慢
し
た
後
、
朝
鮮
民
族
を

蔑
視
す
る
発
言
を
し
た
の
で
、
文
物

は
褒
め
る
が
民
族
は
だ
め
だ
と
い
う
の

は
お
か
し
い
と
反
論
し
た
と
い
う
▼
こ

の
発
想
は
遡
れ
ば
幕
末
維
新
の
吉
田

松
陰
ら
の
「
征
韓
論
」
に
あ
る
が
、
そ

の
根
底
は
国
学
の
「
皇
国
史
観
」
で
あ

る
。
「
皇
大
御
国
が
・
・
・
世
界
万
国
の

根
本
」
で
「
万
国
の
君
長
を
、
皆
臣
僕

と
為
す
べ
し
」
と
い
う
考
え
▼
そ
れ

が
、
明
治
維
新
の
「
富
国
強
兵
策
」

「
文
明
開
化
」
の
風
潮
と
結
び
つ
い
て
、

福
沢
諭
吉
ら
の
「
脱
亜
入
欧
論
」
に
な

り
、
ア
ジ
ア
へ
の
膨
張
政
策
の
論
拠
と

な
る
。
伊
藤
博
文
は
韓
国
に
向
か
っ
て

膨
張
す
べ
き
は
自
然
と
述
べ
、
西
郷
、

大
久
保
、
木
戸
ら
明
治
の
元
勲
た
ち

は
韓
国
の
武
力
制
圧
を
主
張
し
、
「
韓

国
併
合
」
を
強
行
し
た
▼
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
戦
争
は
、
「
八
紘
一
字
」
「
大
東

亜
共
栄
圏
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
突
き
進

ん
で
い
っ
た
▼
ま
た
、
岡
倉
天
心
は
朝

鮮
を
「
枯
死
国
」
と
よ
び
、
日
本
に
よ

る
支
配
を
正
当
化
し
た
。
徳
富
蘇
峰

は
朝
鮮
統
治
に
は
力
の
み
と
述
べ
た
。

日
本
を
代
表
す
る
「
文
化
人
」
に
し
て

こ
れ
だ
▼
い
ま
も
戦
争
責
任
を
問
う

の
は
「
自
虐
史
観
」
侵
略
戦
争
を
「
ア

ジ
ア
解
放
」
と
い
う
御
仁
が
い
る
。
こ

と
あ
る
た
び
に
起
こ
る
日
韓
（
朝
）
、

日
中
の
摩
擦
は
、
日
本
の
侵
略
を
支

え
た
こ
と
の
考
え
方
と
決
別
な
し
に

は
解
消
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。  

（
高
） 

『
日
中
友
好
新
聞
、
兵
庫
県
連
版
』
か
ら

転
載
（20

1
2

.1
0

.1
5
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号
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ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？ 28  

竹内和夫 

 

語尾に順番ありや？③ 

《ちょっと復習してみよう。一番はじめに出てきた

動詞の長い単語は、「書かせられました」だったね。

以下これらの語尾は、つぎのような構造（順番）をし

ていることがわかった。ここでは、語尾の文法的役

割をはっきりさせるために、間をあけてみました。  

⑧書か   せ   られ    まし   た 

（語幹  使役  受けみ  丁寧  完了）  

⑲㉓書か  なけ   れば     なら   ない 

（語幹  否定  仮定条件┃語幹  否定）  

㉔読ま   せ   られ   ちゃっ  た  

  （語幹  使役  受けみ  連語  完了）  

㉕見   （ら）れ  なか  った  

  （語幹  可能  否定  完了）  

  ㉗飲ま   せ   たい  

食べ  させ   たい  

   (語幹  使役  希望 ) 

 ㉗行か   せ   なか  った  

 （語幹  使役  否定  完了）  

 ㉗買わ   れ   まし  た  

 （語幹  尊敬  丁寧  完了）  

 ㉗買い  ませ   ん  

 （語幹  丁寧  否定）  

 ㉘かれに  愛   され   たい  

     （語幹  受けみ  希望）  

さて、いろいろな組みあわせがあるが、大事

なことは、語尾は前後逆転したり、自由に入

れかわったりできないということ、いいかえ

ると「語尾には優先順位あり」ということ》  

つづく 

西
安
旅
行 

⑤ 

谷
川
浩
文 
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