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１１
月
１７
日
（
土
）
午
後
、
東
京

は
渋
谷
で
４
人
の
専
門
家
の
話
を
き

き
に
行
き
ま
し
た
。
１８
日
１９
日
が

日
中
全
国
理
事
会
の
た
め
（
小
林

事
務
局
長
の
代
理
で
出
席
）
多
数
の

協
会
役
員
・
理
事
が
参
加
し
て
い
ま

し
た
。 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
加
藤
千
洋
さ

ん
、
中
国
政
治
学
者
の
西
村
成
雄

さ
ん
、
外
交
官
（
大
使
）だ
っ
た
吉
田

重
信
さ
ん
、
友
好
協
会
副
会
長
の

大
村
新
一
郎
さ
ん
、
い
ず
れ
も
尖

閣
諸
島
紛
争
を
め
ぐ
る
日
中
の
き

び
し
い
現
実
と
、
４０
年
の
歴
史
を

か
え
り
み
て
、
東
ア
ジ
ア
全
体
の
問

題
と
し
て
幅
広
い
視
点
を
提
供
さ

れ
ま
し
た
。 

グ
ラ
フ
は
語
る 

忘
れ
が
た
い
の
は
、
日
中
双
方
の

政
治
家
た
ち
の
失
敗
に
よ
る
両
国

民
間
の
不
幸
な
対
中
・対
日
観
の
歴

史
で
す
。
そ
れ
は
中
国
に
対
す
る
親

近
感
（
親
し
み
を
感
じ
る
か
感
じ
な

い
か
）
の
グ
ラ
フ
が
よ
く
物
語
っ
て
い

ま
す
。 

４０
年
前
の
国
交
樹
立
と
、
そ
の

６
年
後
の
平
和
友
好
条
約
を
と
お

し
て
、
プ
ラ
ス
の
世
論
が
７０
％
、
マ

１７
日
に
協
会
は
学
習
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
出
版
し
ま
し
た
。
『
日
中
関
係

の
発
展
の
た
め
に
、
中
国
は
「
脅
威
」

か
？
』
で
す
。
３６
ペ
ー
ジ
￥
３
５
０
、

ぜ
ひ
お
読
み
く
だ
さ
い
。 

草
の
根
の
友
好
運
動
、
文
化
活

動
を
さ
か
ん
に
し
て
日
中
不
再
戦

を
つ
ら
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。
理
事
会
で

の
熱
心
な
討
議
の
相
こ
と
ば
、
そ
れ

は
「こ
ん
な
と
き
こ
そ
！
」で
し
た
。 

ろ
な
日
中
友
好
の
写
真

や
人
物
模
型
や
記
念
章

な
ど
珍
し
い
も
の
を
参

観
し
ま
し
た
。 

来
る
前
に
は
日
中
友

好
の
歴
史
は
あ
ま
り
知

ら
な
か
っ
た
。
岡
崎
嘉
平

太
先
生
は
日
中
友
好
に

大
き
く
貢
献
し
た
と
知

り
、
も
っ
と
先
生
を
尊

敬
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 

１２
時
ご
ろ
ご
飯
は
近

く
で
美
味
し
く
食
べ
ま
し

た
。
お
腹
が
い
っ
ぱ
い
で

満
足
し
ま
し
た
。 

時
間
が
ま
だ
早
い
で

す
か
ら
、
皆
さ
ん
は
も

こ
ん
な
と
き
こ
そ
！ 

全
国
理
事
会
は
東
京
八
重
洲
口

南
口
ち
か
く
。
理
事
会
資
料
に
よ

る
と
「
中
国
残
留
孤
児
の
配
偶
者
の

生
活
支
援
を
求
め
る
請
願
署
名
」

は
、
目
標
の
１０
万
筆
に
対
し
、
ま
だ

１
万
筆
あ
ま
り
、
ま
だ
ま
だ
で
す
。 

岡
山
支
部
で
は
目
標
２
０
０
０
を

す
で
に
こ
え
て
い
ま
す
。
ご
協
力
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

帰
り
は
岡
山
空
港
に
よ
り
、
紅
葉

し
た
も
み
じ
を
バ
ッ
ク
に
モ
デ
ル
気

分
で
写
真
を
、
お
互
い
に
撮
り
合
い

ま
し
た
。
受
講
生
と
講
師
及
び
家

族
の
交
流
が
深
ま
り
、
日
中
友
好
の

思
い
を
一
層
強
く
し
ま
し
た
。 

 

受
講
生
の
陳
夏
さ
ん
の
感
想
を

紹
介
し
ま
す
。 

 

こ
の
日
の
天
気
は
我
々
の
外
出

を
知
る
よ
う
で
、
と
て
も
晴
れ
て
、

車
で
は
途
中
山
の
も
み
じ
を
み
て
、

気
持
ち
よ
か
っ
た
で
す
。 

記
念
館
に
入
っ
た
ら
岡
崎
嘉
平

太
先
生
の
画
像
が
す
ぐ
眼
前
に
映

り
、
威
厳
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ろ
い

イ
ナ
ス
の
世
論
は
２１

％
だ
っ
た
の

に
、
天
安
門
事
件
（
１
９
８
９
）
で

５１
％
対
４３
％
に
接
近
し
ま
す
。 

そ
れ
以
降
１５
年
に
わ
た
っ
て
波
線

が
交
差
し
あ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
小

泉
首
相
の
と
き
、
つ
い
に
逆
転
し
て

プ
ラ
ス
が
３７
％
、
マ
イ
ナ
ス
が
５８
％

と
な
っ
て
回
復
し
て
い
ま
せ
ん
。 

小
泉
首
相
の
２
０
０
１
年
の
靖
国
神

社
参
拝
、
２
０
０
４
年
の
自
衛
隊
の

イ
ラ
ク
派
遣
な
ど
で
、
中
国
の
対
日

観
が
ひ
ど
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

日
中
関
係
を
ど
う
見
る 

講
演
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
き
い
て 

竹
内
和
夫 

岡
崎
嘉
平
太
記
念
館
を
見
学
し 

紅
葉
を
楽
し
む 

１１
月
２０
日
（
火
）
、
芳
田

日
本
語
学
習
講
座
の
受
講

生
と
講
師
及
び
そ
の
家
族

１２
人
は
、
吉
備
中
央
町
の

岡
崎
嘉
平
太
記
念
館
の
見

学
と
岡
山
空
港
の
庭
で
紅

葉
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

 

休
館
日
（
毎
週
火
曜
日
）に

も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
の

た
め
に
開
館
し
、
職
員
か
ら

日
中
国
交
正
常
化
の
た
め
に

つ
く
し
た
、
岡
崎
氏
の
一
生

を
写
真
や
資
料
を
も
と
に

く
わ
し
い
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
中
国
帰
国
者
の
み
な
さ

ん
に
は
、
中
国
語
の
説
明
書

が
配
布
さ
れ
ま
し
た
。 

み
じ
の
写
真
を
い
っ
ぱ
い
撮
り
ま
し

た
。
私
の
携
帯
電
話
の
カ
メ
ラ
は
自

分
を
撮
り
や
す
く
て
、
い
ろ
ん
な
姿

の
写
真
を
撮
っ
た
、
先
生
方
は
皆
さ

ん
が
い
っ
ぱ
い
写
真
を
撮
る
こ
と
に

笑
い
が
止
ま
ら
な
い
。
実
は
、
中
国

人
は
旅
行
す
る
と
き
は
写
真
を
撮

る
の
が
大
好
き
で
、
こ
の
風
景
に
慣

れ
た
よ
う
で
す
。 

こ
こ
で
一
日
の
課
外
学
習
は
終
わ

り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
と
一
緒
に
い
る

時
間
は
い
つ
も
早
い
も
の
で
す
が
、

面
白
く
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。
課
外

学
習
は
知
識
を
増
や
す
い
い
チ
ャ
ン

ス
で
、
大
切
に
し
た
い
で
す
。 

陳 

夏 

モデル気分の陳夏さん 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

１２
月
１１
（火
）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 

三垣 

者
の
方
た
ち
の
好
き
な
歌
を
リ
サ

ー
チ
し
、
何
か
の
交
流
会
で
ぜ
ひ
合

唱
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

私
が
用
意
し
た
中
国
に
関
す
る
ク

イ
ズ
は
全
部
基
本
的
な
こ
と
ば
か

り
で
皆
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
完
答
で
し

た
。
少
し
時
間
を
持
て
余
し
て
し
ま

い
、
「
私
が
最
初
に
口
火
を
切
っ
て

歌
い
、
カ
ラ
オ
ケ
大
会
に
繋
げ
ま
し

ょ
う
か
？
」
と
事
務
局
長
に
相
談
し

た
と
こ
ろ
、
「
交
流
が
目
的
だ
か

ら
、
時
間
い
っ
ぱ
い
歓
談
し
よ
う
。
」

と
言
わ
れ
、
少
し
救
わ
れ
ま
し
た

が
、
や
は
り
終
わ
り
ま
で
気
が
気
で

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

し
か
し
歓
談
も
概
ね
順
調
に
行
わ

れ
、
無
事
、
真
田
副
理
事
長
の
挨
拶

で
閉
会
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
「
日
中
友
好
協
会
の
理
事
の
中

に
は
中
国
語
が
出
来
な
い
方
が
多

い
。
中
国
に
携
わ
る
者
な
ら
自
分
の

言
葉
で
中
国
語
を
使
っ
て
相
手
を

知
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
と
言
っ
た
内
容
が
全
国
版
の

日
中
新
聞
に
載
っ
て
い
た
こ
と
を
真

田
さ
ん
は
紹
介
し
ま
し
た
。
私
に
と

た
。
皆
さ
ん
か
ら
音
楽
と
一
緒
に

口
ず
さ
む
歌
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、

「し
ま
っ
た
！
や
は
り
歌
を
メ
イ
ン
に

構
成
す
れ
ば
よ
か
っ
た
！
」
と
後
悔

し
ま
し
た
。
次
回
は
し
っ
か
り
帰
国

と
ち
り
ま
し
た
。
お
聞
き
苦
し
か
っ

た
と
思
い
ま
す
が
ご
容
赦
下
さ
い
。 

 

最
初
に
各
自
が
中
国
語
で
挨
拶

を
し
、
少
し
打
ち
解
け
た
と
こ
ろ
で

高
杉
さ
ん
が
二
胡
を
演
奏
さ
れ
ま

し
た
。
「
緊
張
し
て
上
手
く
弾
け
な

か
っ
た
。
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
プ
ロ
の
方
よ
り
も
よ
っ
ぽ
ど
味
わ

い
が
あ
り
、
私
の
琴
線
に
触
れ
ま
し

た
。
彼
の
苦
難
な
人
生
が
音
色
に

凝
縮
さ
れ
、
感
涙
を
誘
う
よ
う
な

演
奏
で
し
た
。
益
田
さ
ん
は
ハ
ー
モ
ニ

カ
と
フ
ー
ル
ー
ス
と
い
う
中
国
の
民

族
楽
器
を
吹
か
れ
大
変
新
鮮
な
音

色
に
う
っ
と
り
と
聞
き
入
り
ま
し

 

十
二
月
二
日
（
日
）
、
福
祉

交
流
プ
ラ
ザ
旭
東
に
て
、 

総
勢
二
十
三
人
が
交
流
会
に

参
加
さ
れ
ま
し
た
。
生
憎
の

雨
の
中
参
加
さ
れ
た
方
に

は
、
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま

す
。 

 
事
務
局
長
も
冒
頭
の
挨
拶

を
立
派
に
中
国
語
で
さ
れ
、

帰
国
者
の
中
か
ら
も
お
褒
め

の
言
葉
が
次
々
と
出
て
い
ま

し
た
。
私
は
今
回
、
中
国
語

と
日
本
語
の
両
方
で
司
会
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
カ
ン
ぺ

を
見
な
が
ら
の
挨
拶
で
沢
山

っ
て
も
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
で
し

た
。
毎
日
先
生
に
本
読
み
の
大
切

さ
を
諭
さ
れ
て
い
る
の
に
、
軽
視
し

て
し
ま
っ
て
い
て
今
日
の
司
会
の
失

態
は
大
い
に
反
省
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
只
管
朗
読
で
す
。
こ
れ
に

尽
き
ま
す
。 

 

最
後
に
四
季
の
歌
を
皆
で
中
国

語
と
日
本
語
で
合
唱
し
閉
幕
し
ま

し
た
。
メ
ー
ル
で
今
日
参
加
し
て
く

れ
た
受
講
生
か
ら
、
「
今
日
は
と
て

も
良
か
っ
た
で
す
よ
！
」
と
メ
ー
ル

が
。
本
当
嬉
し
か
っ
た
で
す
が
、
次

回
リ
ベ
ン
ジ
を
果
た
し
た
い
で
す
。

最
後
に
お
忙
し
い
中
、
通
訳
を
引
き

受
け
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
に
は
本
当

感
謝
し
て
い
ま
す
。 

 

今
回
の
交
流
会
は
皆
さ
ん
に
助
け

ら
れ
て
ば
か
り
で
、
次
回
は
青
年
交

流
会
の
お
花
見
会
や
映
画
上
映
会

な
ど
を
企
画
し
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
に
懲
り
ず
ま
た
皆
さ

ん
、
参
加
の
方
宜
し
く
お
願
い
し
ま

す
。 

ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？ 31  

竹内和夫 

 

 

Q & A 

 クイズです。 

《東京スカイ・ツリーのそばを流れている隅田川には、橋

がなん本かかっていますか？》 

《答え：１本「千住大橋センジュオオハシ」だけ。近年、

河口近くに隅田川大橋や新大橋がかかりましたが、あとは

全部「言問橋コトトイバシ」のようにバシばかりです。残

念でした。》 

《⑫で、複合語という単語をつくるのにアクセントがかわ

ることを学びました。カザグルマ（風車）のように後項が

クルマ→グルマのように変わることがある。ニホン語学で

「連濁
れんだく

」と呼ばれる歴史的な現象です。カ行→ガ行、サ行

→ザ行、タ行→ダ行、ハ行→バ行の順に、語列を出してく

ださい》 

A：  イロガミ（色紙）、コギク（小菊）、メグスリ

（目薬）、ハナゲ（鼻毛）、ニシキゴイ（錦鯉）。 

B：  ヤマザクラ（山桜）、コジマ（小島）、マキズ

シ（巻寿司）、ネコゼ（猫背）、フナゾコ（船

底）。  

C：  ヤッコダコ（奴凧）、ハナヂ（鼻血）、ミカヅ

キ（三日月）、フルデラ（古寺）、クルマドメ

（車止）。  

A：  バカバナシ（馬鹿話）、タビビト（旅人）、ツ

リブネ（釣船）、シゴトベヤ（仕事部屋）、セ

ボネ（背骨）。  

《このように「連濁」は和語（ニホン固有のことば）の複

合語に多いが、例外がある。また、後項がカゼ、スズメ、

ヒザなどのときには、連濁がおこらない。なぜだとおもう？ 

つづく 

「「「
帰帰帰
国国国
者者者
ととと
中中中
国国国
語語語
ででで
話話話
そそそ
ううう
！！！
」」」
交交交
流流流
会会会   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

谷谷谷
川川川   

浩浩浩
文文文   

 

司会進行係の谷川さん 

カンニングペーパーを見ながら中国語で挨拶をする 

小林事務局長 

ハーモニカ演奏益田さん 

二胡を演奏する高杉さん 


