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日
中
友
好
協
会
で
は
、
中
国
百

科
検
定
公
式
テ
キ
ス
ト
な
る
も
の

を
つ
く
り
ま
し
た
。
中
国
を
も
っ

と
知
り
た
い
と
思
う
者
に
と
っ
て

は
タ
イ
ム
リ
ー
で
歓
迎
す
べ
き
も

の
で
す
。
内
容
は
地
理
、
政
治
経

済
、
歴
史
、
文
化
、
芸
術
、
風
俗

習
慣
で
す
。 

テ
キ
ス
ト
を
開
く
と
知
ら
な
い

こ
と
の
多
さ
に
驚
く
ば
か
り
で
し

た
。
そ
の
第
１
回
検
定
試
験
が
３

岡
山
支
部
は
、
２
月
、
３
月
の
理

事
会
で
、
映
画
製
作
、
上
映
を
成
功

さ
せ
る
た
め
に
後
援
団
体
に
な
る
こ

と
を
決
め
ま
し
た
。 

岡
山
上
映
の
窓
口
と
な
る
中
国

共
同
映
画
社
と
連
携
し
、
製
作
協

力
券
（
資
料
一
）
１
０
０
枚
を
倉
敷

支
部
と
協
力
し
て
普
及
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
当
面
は
、
宣
伝
に
力

を
入
れ
３
月
１３
日
～
１９
日
ま
で
国

際
交
流
セ
ン
タ
ー
で
の
パ
ネ
ル
展
示

と
制
度
に
介
入
す
る
暴
走
で
す
。 

今
回
の
映
画
は
、
「
孤
児
」
を
生

み
出
し
た
歴
史
的
背
景
、
そ
の
後

の
中
国
で
の
生
活
、
帰
国
問
題
、

帰
国
後
の
日
本
で
の
生
活
な
ど
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。 

歴
史
の
真
実
を
歪
め
よ
う
と
し

て
い
る
安
倍
政
権
の
暴
走
を
食
い

止
め
る
た
め
に
「
こ
の
悲
惨
な
歴

史
」
を
多
く
の
人
々
に
伝
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
多
く
の
み

な
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
り
映
画
の

製
作
・
上
映
を
成
功
さ
せ
ま
し
ょ

う
。 日

中
友
好
協
会
岡
山
支
部 

事
務
局
長 

小
林
軍
治 

て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

日
本
政
府
は
無
情
に
も
こ
の
人

た
ち
を
見
捨
て
る
政
策
を
と
り
、

死
亡
宣
告
ま
で
し
た
の
で
し
た
。 

１
９
７
２
年
、
日
中
の
国
交
が
回

復
し
た
と
き
政
府
は
直
ち
に
孤
児

の
肉
親
捜
し
、
帰
国
手
続
き
を
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
中
で
必
死

に
肉
親
捜
し
の
運
動
を
し
た
山
本

慈
昭
さ
ん
。
慈
昭
さ
ん
自
身
も
満

蒙
開
拓
団
長
野
県
阿
智
郷
開
拓

団
の
一
員
と
し
て
出
か
け
、
敗
戦

の
日
シ
ベ
リ
ア
送
り
と
な
り
抑
留

さ
れ
た
後
に
、
日
本
に
帰
り
着
く

と
妻
子
は
満
州
の
地
で
亡
く
な
っ

た
こ
と
を
知
る
。
と
こ
ろ
が
、
娘
の

一
人
が
生
き
て
い
る
ら
し
い
と
知

り
、
最
初
は
自
分
の
子
を
探
し
て

い
た
が
、
多
く
の
孤
児
た
ち
に
出

会
い
、
他
人
の
子
供
の
こ
と
も
と

考
え
始
め
る
。
こ
の
映
画
は
開
拓

団
の
苦
悩
と
孤
児
の
帰
国
運
動
に

生
涯
を
さ
さ
げ
た
山
本
慈
昭
さ

ん
の
お
は
な
し
で
す
。 

に
掲
示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
１５
日

～
１６
日
の
日
中
中
四
国
ブ
ロ
ッ
ク

会
議
で
も
チ
ラ
シ
を
配
布
し
、
各

県
代
表
に
訴
え
ま
し
た
。 

さ
ら
に
４
月
２３
日
か
ら
２５
日

ま
で
、
岡
山
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
で

開
催
す
る
「
中
国
帰
国
者
問
題
」

写
真
展
で
参
観
者
に
配
布
す
べ
く

３
０
０
枚
の
チ
ラ
シ
（
資
料
二
）
を

用
意
し
て
い
ま
す
。 

月
２１
日
に
全
国
３
カ
所
で
行
わ

れ
ま
し
た
。 

私
は
大
阪
会
場
で
受
験
し
ま
し

た
。
あ
ら
か
じ
め
想
定
問
題
集
で

勉
強
し
て
い
た
の
で
試
験
は
簡
単

で
し
た
。 

今
回
は
試
験
に
向
け
て
の
つ
め

こ
み
で
し
た
が
、
じ
っ
く
り
と
勉
強

し
て
み
た
い
で
す
。 

河
井
伸
士 

中
国
百
科
検
定 

 

第
１
回
検
定
試
験
を
受
験
し
て 

は
じ
め
に 

「
現
代
ぷ
ろ
だ
く
し
ょ
ん
」
は
、

映
画
「
望
郷
の
鐘
～
満
蒙
開
拓
団

の
落
日
～
」
（
山
田
火
砂
子
監
督
）

の
製
作
を
発
表
し
ま
し
た
。 

映
画
の
後
援
団
体
や
賛
同
人

を
募
り
、
同
時
に
製
作
協
力
券
の

購
入
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。 

日
本
中
国
友
好
協
会
本
部

は
、
い
ち
早
く
後
援
を
決
め
各
地

方
組
織
で
も
取
り
組
む
よ
う
に

指
示
し
て
い
ま
す
。 

中
国
残
留
日
本
人
孤
児
は
、
日
本

政
府
が
発
動
し
た
中
国
侵
略
戦

争
の
最
大
の
被
害
者
で
す
。
敗
戦

後
、
肉
親
と
生
き
別
れ
や
死
に
別

れ
と
な
り
ま
し
た
。
九
死
に
一
生

を
得
る
人
生
に
遭
遇
し
ま
し
た
人

も
肉
親
に
会
い
た
い
、
祖
国
へ
の
思

い
の
中
で
四
十
数
年
の
月
日
が
た
っ

次
世
代
に
今
、
伝
え
な
け
れ
ば
歴
史
の
真
実
を
！ 

―
満
蒙
開
拓
と
は
― 

「
孤
児
」
の
帰
国
運
動
に
生
涯
を
さ
さ
げ
た 

山
本
慈
昭
さ
ん
の
は
な
し
。 

 

あ
ら
す
じ
を
チ
ラ
シ
か
ら
紹
介
し
ま
す
。 

岡
山
支
部
の
取
り
組
み 

上
映
運
動
を
成
功
さ
せ 

安
倍
暴
走
を
食
い
止
め
よ
う
！ 

安
倍
首
相
の
暴
走
は
、
止
ま
る
と
こ

ろ
を
知
ら
ず
、
一
段
と
激
し
さ
を
増

し
て
い
ま
す
。
日
中
岡
山
支
部
は
、

日
本
国
憲
法
と
協
会
規
約
第
２
条

（
目
的
）
に
も
と
づ
い
て
、
侵
略
戦
争

を
反
省
し
日
中
不
再
戦
の
運
動
を

推
進
し
て
い
ま
す
。
こ
の
立
場
か
ら
、

次
の
２
点
の
暴
走
は
、
日
中
友
好
運

動
の
力
で
何
と
し
て
も
食
い
止
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

一
つ
は
、
憲
法
解
釈
変
更
に
よ
る

集
団
的
自
衛
権
行
使
の
容
認
、
す

な
わ
ち
「
戦
争
す
る
国
」
づ
く
り
の
暴

走
で
す
。 

 

二
つ
目
は
歴
史
を
歪
め
、
侵
略
戦

争
を
美
化
し
「
戦
争
す
る
国
づ
く

り
」
に
国
民
を
動
員
す
る
た
め
に

「
道
徳
」
教
育
を
押
し
つ
け
「
愛
国

心
」
を
強
制
、
一
方
で
教
育
委
員

会
制
度
の
改
悪
な
ど
教
育
の
内
容

資料二 

資
料
一 

制
作
協
力
券 

一
枚 

一
〇
〇
〇
円 

日
中
岡
山
支
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小
林
ま
で 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

４
月
１１
日
（金
）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
。 

  

石川 

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

三垣 

ど
か
ら
、
争
点
が
し
だ
い
に
は
っ
き

り
し
て
き
ま
し
た
。 

裁
判
長
か
ら
岡
山
市
に
幾
つ
か

質
問
を
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

市
は 

➀
支
援
法
第
７
条
は
自
由
裁
量
の

認
め
ら
れ
な
い
処
分
で
あ
る
。 

②
処
分
の
理
由
は
強
い
て
い
え
ば

介
護
保
険
給
付
の
支
給
量
が
確

定
し
な
い
こ
と
に
基
づ
き
、
全
部

支
給
し
な
い
、
に
該
当
す
る
。 

③
支
援
法
第
７
条
の
「
介
護
保
険

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
」

と
い
う
の
は
、
「
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
」
と
い
う
文
言
に
「
支
給

量
が
定
ま
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
含

ま
れ
る
、
と
答
え
ま
し
た
。
そ
し

て
、
浅
田
さ
ん
側
か
ら
の
質
問

で
、
移
動
介
護
部
分
を
当
初
不
支

給
に
し
た
の
は
、
違
法
で
あ
っ
た
と

認
め
ま
し
た
。 

 

さ
す
が
、
裁
判
官
は
ポ
イ
ン
ト

を
つ
か
ん
だ
質
問
を
さ
れ
て
、
絡

ま
っ
た
糸
を
解
い
て
、
１
本
の
糸
に

に
し
て
、
両
方
の
争
点
を
は
っ
き
り

さ
せ
て
き
た
な
、
と
傍
聴
し
て
い

て
、
す
っ
き
り
感
を
覚
え
ま
し
た
。 

 

口
頭
弁
論
後
の
報
告
集
会
で
、

私
達
の
弁
護
士
が
、
解
り
や
す
く

10
分
間
の
中
身
を
解
説
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。 

➀
処
分
の
や
り
方
が
は
っ
き
り
し

た
事
で
原
告
側
が
求
め
て
い
た
処

分
の
一
つ
を
明
確
に
で
き
た
。 

②
裁
判
官
が
、
介
護
保
険
申
請
が

な
い
と
給
付
が
で
き
な
い
と
す
る

 

３
月
12
日
（
水
）
、
浅
田
達
雄
さ

ん
が
65
歳
に
な
っ
た
途
端
に
サ
ー

ビ
ス
を
一
切
、
打
ち
切
っ
た
こ
と
に

対
す
る
怒
り
の
裁
判
、
第
３
回
目

が
岡
山
裁
判
所
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

今
回
も
40
人
の
傍
聴
者
で
傍

聴
席
は
満
席
に
な
り
ま
し
た
。 

し
だ
い
に
反
響
は
大
き
く
な
っ

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
傍
聴
に

来
ら
れ
て
い
る
方
々
が
、
障
害
者

運
動
に
関
わ
っ
て
い
る
方
だ
け
で

は
な
い
人
も
傍
聴
に
来
ら
れ
て
い

た
の
で
す
。 

 

た
っ
た
、
10
分
少
々
の
や
り
と

り
で
し
た
が
、
岡
山
市
の
主
張
な

苑
、
新
明
解
』
に
も
な
い
）
な
ど
。
し

か
し
ま
ち
が
っ
た
ニ
ホ
ン
語
の
見
方

（
神
話
？
）
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る

多
く
の
ニ
ホ
ン
人
が
読
む
べ
き
、
い
い

本
で
あ
る
こ
と
に
、
ち
が
い
は
な

い
。 「

井
の
中
の
カ
ワ
ズ
、
大
海
を
知

ら
ず
」
と
い
い
ま
す
ね
。
こ
の
本
は

ま
さ
に
大
海
に
こ
ぎ
だ
す
勇
気
を

も
た
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
「
日

本
の
国
際
化
は
、
英
語
で
始
ま
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
１
７
２
ペ
ー

ジ
）
。 

竹
内
和
夫 

 

著
者
の
パ
ル
バ
ー
ス
さ
ん
は
、
１
９

４
４
年
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
、
大
学

を
出
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
へ

留
学
、
１
９
６
７
年
か
ら
日
本
に

住
み
、
宮
沢
賢
治
に
ほ
れ
こ
み
、

妻
と
４
人
の
こ
ど
も
は
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
。 ９０

％
賛
成
と
い
い
ま
し
た
。

１０
％
は
、
た
び
た
び
出
て
く
る
膠

着
性
と
い
う
類
型
論
の
な
か
み

が
、
も
う
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い

こ
と
、
ニ
ホ
ン
語
を
ほ
め
す
ぎ
る
の

で
は
と
思
う
こ
と
、
１３
ペ
ー
ジ
の

紗
幕
と
い
う
訳
語
の
こ
と
（
『
広
辞

い
い
本
が
出
ま
し
た
。
一
気
に
読

ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
の
意
見
に

９０
％
賛
成
で
す
。
１
８
５
ペ
ー
ジ

で
、
次
の
章
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。 

第
一
章 

言
葉
と
は
何
か
。 

第
二
章 

日
本
語
は
曖
昧
で
も
、

む
ず
か
し
い
言
葉
で
も
な
い
。 

第
三
章 

日
本
語
―
驚
く
べ
き
柔

軟
性
を
も
っ
た
世
界
に
も
、
ま
れ

な
言
語
。 

第
四
章 

世
界
に
誇
る
美
し
い
響

き
の
日
本
語
。 

第
五
章 

「
世
界
語
」
と
し
て
の
日

本
語
。 

の
は
拡
張
解
釈
で
は
、
と
指
摘
し

た
こ
と
は
大
き
な
こ
と
だ
っ
た
。 

 

京
都
や
福
山
か
ら
か
け
つ
け
た

原
告
仲
間
の
み
な
さ
ん
の
激
励
も

勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。 

次
回
は
５
月
21
日
で
す
。 

今
日
の
市
側
の
法
解
釈
が
は
っ
き

り
し
た
た
め
に
、
原
告
側
が
主
張

を
整
理
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
作
業
を
時
間
を

か
け
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

頑
張
ら
ね
ば
と
い
う
思
い
で
い
っ
ぱ

い
に
な
り
ま
し
た
。 
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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？ 75  

竹内和夫 

 

語幹というもの（１） 

A： ずっとまえ③ ２２ ２８ などで語幹について書いたけれ

ど、語幹とは「単語の中心的意味をになう部分」とした。英

語の stem、ドイツ語の Stamm(シュタム)ともに木の幹な

どを意味する。ニホン語で語幹が問題になるのは、おも

に動詞や形容詞のような語形変化するものの場合であ

る。名詞は、雨アメが雨具アマグになるような場合がある

が、まさかアが語幹(あるいは語根)とは考えられないだろ

う。神がかっていれば別だが。 

B： ところが国文法では｢書く｣の語幹は「書（カ）」だという。ふ

しぎなことだ。そして、｢貸す、狩る、買う、咬む、勝つ、嗅

ぐ｣などの語幹はすべて(カ)というのだから。 

これらの動詞の中心的意味はなんだか、さっぱりわから

ない。 

C： 辞典類の付録や国語教科書の国文法にのっている動

詞・形容詞の活用表には語幹(書カ)、(良ヨ)と出ている。

文部省著作『中等文法、文語、口語』(ともに昭２９七版翻

刻)が元祖のようである。たとえば『口語篇』２４ページに

｢形の変わる部分を活用語尾といい、これに対して変わら

ない部分を語幹という｣とあり、つぎのページの表では｢語

幹か(書)、よ(読)｣とでてくる。でたらめもいいところ。 

A: 明らかなように、｢貸す～嗅ぐ｣の語幹をすべてカというの

は、漢字の訓の一部によって語幹を定義しているにすぎ

ない。 

Ka という音に６つの動詞の意味があるなど、おどろき！

国文法最大の欠点。｢国定｣教科書が、いまも生きてい

る。 

つづく 

 

『
驚
く
べ
き
日
本
語
』 

集
英
社 

￥
一
〇
〇
〇 

 

浅
田
人
権
裁
判
第
３
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日中友好協会倉敷支部 

第１３回中国問題 文化講座 

中国現代史を歩く 
講 師：徳方宏治 （元高校教師） 

日 時：2014年４月 1９日（土）14時～16時 

場 所：ライフパーク倉敷 視聴覚室 

参加費 資料代 ２００円 


