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は
じ
め
に

今
日
は
、
イ
ン
ド
で
数
千
人
の
マ
ニ
ア
が
学
習
し
て
い
る
日
本
語
の
東
京
方
言

で
お
話
し
ま
す
。
発
音
の
お
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

窪
薗
先
生
か
ら
名
字
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
の
名
字
も
イ
ン
ド
で
非
常

に
珍
し
く
、
パ
ル
デ
シ
は
姓
、
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト
は
名
で
す
。
パ
ル
デ
シ
と
は
、
外

国
人
と
い
う
意
味
で
す
の
で
、
イ
ン
ド
で
「
パ
ル
デ
シ
さ
ん
」
と
い
う
と
「
外
国
人

さ
ん
」
と
な
る
の
で
、
み
ん
な
に
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト
と
呼
ん
で
と
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト
は
「
太
平
」、
静
か
な
人
と
い
う
意
味
で
す
が
、
私
は
静
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

窪
薗
先
生
か
ら
促
音
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
母
語
で
あ
る
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー

語
に
は
促
音
が
あ
り
ま
す
。
隣
の
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
と
同
じ
で
す
。
ま
た
、
木
部
先

生
か
ら
、「
私
た
ち
」
と
い
う
単
語
が
、
相
手
を
含
む
か
含
ま
な
い
か
と
い
う
話
が

あ
り
ま
し
た
が
、
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
で
も
別
々
の
二
つ
の
語
彙
を
用
意
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
隣
の
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か

ら
生
ま
れ
た
姉
妹
言
語
で
す
が
、
そ
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。
南
イ
ン
ド
の
ド
ラ

ヴ
ィ
ダ
系
の
言
語
に
は
区
別
が
あ
り
ま
す
。

今
日
は
、
ま
ず
言
語
現
象
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
、
そ
の
あ
と
、
な
ぜ
当
該

現
象
は
そ
う
な
っ
て
い
る
か
を

説
明
し
ま
す
。
私
の
や
っ
て
い

る
研
究
は
、
言
語
の
普
遍
性
と

多
様
性
を
記
述
・
説
明
す
る
こ

と
で
す
の
で
、
な
る
べ
く
多
く

の
言
語
で
、
同
じ
現
象
を
、
同

じ
方
法
論
で
調
べ
、
そ
こ
に
ど

ん
な
類
似
点
が
あ
る
か
、
ど
ん

な
違
い
が
あ
る
か
を
お
話
し
、

そ
の
あ
と
、
そ
れ
を
地
図
上

に
表
示
し
て
い
き
ま
す
。
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
の
「
私
た
ち
」
に
は
、

相
手
を
含
む
か
含
ま
な
い
か
と

い
う
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
隣
に
あ
る
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー

語
に
そ
の
区
別
が
あ
り
ま
す
。

マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
の
隣
に
あ
る

ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
の
言
語
に
も
同

〈
ソ
ト
か
ら
見
た
日
本
語
の
特
質
と
普
遍
性
〉

言
語
の
普
遍
性
と
多
様
性

〜
自
動
詞・他
動
詞
の
対
応
に
み
ら
れ
る
普
遍
的
傾
向
〜

言
語
対
照
研
究
系
教
授
　
プ
ラ
シ
ャ
ン
ト
・パ
ル
デ
シ

講
演

プラシャント・パルデシ（Prashant PARDESHI）
言語対照研究系教授。インド・プネー市生まれ。博士（学術）（神戸大
学）。インドで日本語教師をしていた時、学生からの質問にうまく
答えることができず、言語の仕組みを客観的に分析・理解する必要
性を感じ、日本への留学を決意し、言語学の世界に足を踏み入れま
した。母語のマラーティー語と日本語の対照研究から始まった研究
は、その後興味の対象が拡大するにつれいつの間にかアジア諸語の
対照研究に発展していきました。言語そのものおよび言語と文化の
より深い理解を目指して、さまざまな言語を学ぶことにも力を入れ
ています。専門は言語類型論、対照言語学。主な著書は『自動詞・他
動詞の対照（シリーズ言語対照〈外から見る日本語〉第四巻）』（共著：
西光義弘、くろしお出版、2010年）、『言語のタイポロジー認知類型
論のアプローチ（講座：認知言語学のフロンティア　第五巻）（講座：
認知言語学のフロンティア）』（共著：堀江薫、研究社、2009年）など。
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様
の
区
別
が
あ
り
ま
す
。
地
図
上
で
こ
の
分
布
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
ド
ラ
ヴ
ィ

ダ
系
の
言
語
か
ら
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
に
こ
の
現
象
が
借
用
さ
れ
た
可
能
性
を
可
視

化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
日
の
話
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
地
図
」
で
す
。

ま
ず
、
日
本
語
の
自
他
動
詞
の
形
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
長
さ
は
ど
う
か
。

長
さ
と
複
雑
さ
は
同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
、
発
音
の
長
さ
で
い
き
ま
す
。

そ
の
あ
と
世
界
の
言
語
を
同
じ
手
法
で
自
他
動
詞
の
形
・
長
さ
・
複
雑
さ
を
調
べ

て
日
本
語
と
比
べ
た
場
合
、
ど
ん
な
類
似
点
を
観
察
で
き
、
ど
ん
な
違
い
を
発
見

で
き
る
の
か
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
次
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
違
い
が
で
て
く
る

の
か
、
類
似
点
が
あ
る
の
か
を
説
明
し
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
日
本
語
の
多
義

的
自
他
動
詞
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
学
習
者
は
ど
う
学
ぶ
か
に
つ
い
て
考
え
た
い

と
思
い
ま
す
。

第
一
部
　
日
本
語
の
自
他
動
詞
の
形・長
さ・複
雑
さ

日
本
語
を
母
語
と
す
る
人
に
は
ま
っ
た
く
問
題
な
い
わ
け
で
す
が
、「
ド
ア
が

開
い
た
」「
ド
ア
を
開
け
た
」
で
、
自
動
詞
は
「
開
い
た
」、
他
動
詞
は
「
開
け
た
」

で
す
。「
バ
ッ
ト
が
折
れ
た
」「
バ
ッ
ト
を
折
っ
た
」。「
折
れ
る
」
と
「
折
る
」、「
開

く
」
と
「
開
け
る
」、
自
動
詞
と
他
動
詞
は
形
の
う
え
で
違
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、

英
語
で
は
、
自
動
詞
も
他
動
詞
も
「open

」「break

」
で
す
。
日
本
語
と
英
語
だ

け
を
比
べ
る
と
、
極
端
に
違
い
が
見
え
ま
す
。
二
つ
の
言
語
ど
れ
を
見
て
も
違

う
の
は
当
た
り
前
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
表
面
的
な
違
い
を
見
る
の
で
は
な
く
、

も
っ
と
た
く
さ
ん
の
言
語
を
調
べ
て
い
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な
言
語
は
グ
ル
ー
プ
ご

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
間
に
連
続
性
が
あ
る
よ
う
な
こ
と
が

見
え
て
き
た
り
し
ま
す
。

ま
ず
、
一
つ
め
の
謎
を
考
え
ま
す
。

日
本
語
の
自
他
動
詞
の
形
で
す
。
図

1
で
、
自
動
詞
と
他
動
詞
を
示
し
て

い
ま
す
が
、
ロ
ー
マ
字
表
記
を
す
る

と
、
他
動
詞
の
「
乾
か
す
（kaw

ak -

as -u

）」
の
ほ
う
が
自
動
詞
の
「
乾
く

（kaw
ak -u

）」
よ
り
長
く
、「
凍
る

（koor -u

）」「
凍
ら
す
（koor -as -u

）」

も
他
動
詞
の
ほ
う
が
長
く
な
っ
て
い

ま
す
。
逆
の
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
。

「
壊
す
（kow

-as -u

）」
は
短
く
、「
壊
れ

る
（kow

-are -ru

）」
が
長
く
、「
裂
・

割
く
（sak -u

）」
は
短
く
、「
裂
・
割
け

る
（sak -e -ru

）」
は
長
い
。
ど
の
よ
う

な
場
合
に
、
自
動
詞
の
ほ
う
が
短
く
、
他
動
詞
の
ほ
う
が
長
く
な
る
の
で
し
ょ
う

か
。
逆
に
、
ど
ん
な
場
合
は
、
他
動
詞
の
ほ
う
が
短
く
、
自
動
詞
の
ほ
う
が
長
く

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
言
語
学
的
に
大
変
関
心
が
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
窪
薗

先
生
の
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
偶
然
で
す
み
た
い
な
こ
と
を
い
う
と
、
科

学
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
く
さ
ん
の
言
語
を
調
べ
て
み
る
と
、
き
ち
ん

と
し
た
理
由
が
見
え
て
き
ま
す
。
言
語
学
者
の
作
業
は
、
そ
の
よ
う
な
背
後
に
あ

る
原
理
、
理
由
を
究
明
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
で
す
の
で
、

た
く
さ
ん
の
言
語
を
比
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
日
本
語
の
自
他
動

詞
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
・
長
さ
・
複
雑
さ
の
問
題
を
少
し
専
門
的
に
い
う
と
、 図1　日本語の自他動詞の形

◆ 日本語の自他動詞の形・長さ・複雑さ：非対称性
 自動詞  他動詞
 乾く kawak-u ＜ 乾かす kawak-as-u
 凍る koor-u ＜ 凍らす koor-as-u
 　　→他動詞のほうが自動詞より長い・複雑
 壊れる kow-are-ru ＞ 壊すkow-as-u
 裂・割ける sak-e-ru ＞ 裂・割く sak-u
 　　→自動詞のほうが他動詞より長い・複雑
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「
非
対
称
性
」
で
す
。
自
動
詞
と
他
動
詞
の
あ
い
だ
に
非
対
称
性
が
見
ら
れ
ま
す
。

あ
る
場
合
は
他
動
詞
の
ほ
う
が
長
く
、
あ
る
場
合
は
他
動
詞
の
ほ
う
が
短
い
。
ど

う
し
て
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
疑
問
点
で
す
。

そ
の
謎
を
解
き
明
か
す
た
め
に
、
世
界
の
言
語
の
自
他
動
詞
を
調
べ
て
、
比
較

す
る
試
み
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。

第
二
部
　
世
界
の
言
語
の
自
他
動
詞
の

形・長
さ・複
雑
さ

前
川
先
生
か
ら
紹
介
が
あ
っ
た
、
現
代
日
本
語
書

き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス（B

C
C

W
J

）
で
検
索
を
か
け

て
動
詞
だ
け
を
抽
出
し
て
、
そ
の
動
詞
の
な
か
で
サ

変
動
詞
を
全
部
捨
て
、
和
語
動
詞
だ
け
を
残
し
ま

す
。
そ
の
和
語
の
動
詞
に
、
対
に
な
る
も
の
が
あ
る

か
ど
う
か
調
べ
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
開
く
」「
開
け

る
」、「
割
く
」「
割
け
る
」、「
凍
る
」「
凍
ら
す
」
の
よ

う
に
、
み
ご
と
に
対
を
な
し
て
い
る
動
詞
が
い
っ
ぱ

い
で
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
英
語
で
は
自
動
詞
も
他

動
詞
も
形
は
同
じ
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス

（B
C

C
W

J

）
で
す
べ
て
検
索
し
て
日
本
語
に
ど
れ
く

ら
い
の
対
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
五
四
○
以
上
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
自
他
動
詞
を
ど
の
よ
う
に
覚
え
る

か
、
使
い
分
け
る
か
は
英
語
や
中
国
語
を
母
語
と
す

る
学
習
者
に
と
っ
て
大
変
難
し
い
問
題
で
す
。

世
界
の
た
く
さ
ん
の
言
語
を
調
べ
る
た
め
に
は
、
調
べ
る
範
囲
を
狭
め
な
い
と

い
け
な
い
の
で
、
調
査
規
模
の
大
き
な
研
究
を
や
る
と
き
は
、
図
2
に
示
す
三
一

の
動
詞
対
を
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
三
一
対
を
選
ぶ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
特

に
自
動
詞
と
他
動
詞
の
対
が
で
て
き
や
す
い
よ
う

な
動
詞
を
あ
え
て
選
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
同
じ
よ

う
な
意
味
を
も
つ
動
詞
対
を
い
ろ
い
ろ
な
言
語
で
調

べ
、
も
し
違
い
が
で
て
き
た
ら
、
そ
の
違
い
は
な
ぜ

で
て
く
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

H
aspelm

ath

は
、
三
一
の
動
詞
対
を
二
一
言
語

で
調
べ
、
そ
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
研
究
論
文
を

一
九
九
三
年
に
発
表
し
て
い
ま
す
。
研
究
を
進
め
る

う
え
で
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
分
類
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
が
、
分
類
の
基
準
を
ど
う
す
る
か
が

重
要
な
課
題
で
す
。
図
3
は
派
生
型
に
よ
る
五
分
類

を
示
し
て
い
ま
す
。
専
門
的
な
名
前
は
さ
て
お
き
、

他
動
詞
よ
り
自
動
詞
の
ほ
う
が
長
い
、
日
本
語
の

「
裂
け
る
」「
裂
く
」
は
「
A
」
の
「
反
使
役
化
型
」
と

い
い
ま
す
。
ま
た
、「
開
く
」「
開
け
る
」
は
自
動
詞

よ
り
他
動
詞
の
ほ
う
が
長
い
も
の
は
、「
使
役
化
型
」

で
あ
る
の
で
「
C
」
で
表
し
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
三

分
類
に
は
方
向
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
日
本

語
の
「
開
（
ひ
ら
）
く
」「
開
（
ひ
ら
）
く
」
は
同
じ
単

語
で
、「
死
ぬ
」「
殺
す
」
は
ま
っ
た
く
違
う
単
語
で

図2　世界の言語の自他動詞の調査票
 

1. 起きる：起こすwake 
up/wake up     

9. 集まる：集める 17. 繋がる：繋ぐ、繋げ
る connect (intr.)/(tr.) 

25. 凍る：凍らせる
freeze (intr.)/(tr.) 

2. 折れる・割れる：折
る・割る break/break 

10. 広がる：広げる
spread (intr.)/(tr.) 

18. 沸く：沸かす boil 
(intr.)/(tr.) 

26. 溶ける：溶かす
dissolve (intr.)/(tr.) 

3. 焼ける：焼く  
burn/burn 

11. 沈む：沈める 
sink (intr.)/(tr.) 

19. 揺れる：揺らす
rock (intr.)/(tr.) 

27. 満ちる：満たす 
fill (intr.)/(tr.) 

4. 死ぬ：殺す 
die/kill 

12. 変わる：変える
change (intr.)/(tr.) 

20. 消える：消す go 
out/put out 

28. 直る：直す 
improve (intr.)/(tr.) 

5. 開く：開ける；開く：開
く open/open 

13. 溶ける：溶かすmelt 
(intr.)/(tr.) 

21. 上がる：上げる
rise/raise 

29. 乾く：乾かす 
dry (intr.)/(tr.) 

6. 閉じる：閉ざす；閉ま
る：閉める close/close 

14. 壊れる：壊す be 
destroyed/destroy 

22. 終わる：終える 
finish (intr.)/(tr.) 

30. 裂ける：裂く 
split (intr.)/(tr.) 

7. 始まる：始める 
begin/begin 

15. なくなる：なくすget 
lost/lose 

23. 回る：回す turn 
(intr.)/(tr.) 

31. 止まる：止める 
stop (intr.)/(tr.) 

8. 教わる：教える 
learn/teach 

16. 発達する：発達させ
る develop (intr.)/(tr.) 

24. 転がる：転がす roll 
(intr.)/(tr.) 

Haspelmath（1993: 97）が調査した 31の動詞対
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す
。「
死
ぬ
」
か
ら
「
殺
す
」
が
派
生
す
る
の
か
、「
殺
す
」
か
ら
「
死
ぬ
」
が
派
生
す

る
の
か
、
言
語
形
式
が
異
な
る
た
め
判
断
で
き
ま
せ
ん
。

日
本
語
で
も
っ
と
面
白
い
の
は
、「
始
ま
る
」「
始
め
る
」
で
す
。
語
幹

「hajim
-

」
が
同
じ
で
、
そ
れ
に
「-a -ru

」「-e -ru

」
が
つ
い
て
、
ど
ち
ら
が
派
生
元

で
ど
ち
ら
が
派
生
先
か
を
決
め
る
の
は
大
変
難
し
い
も
の
で
、
こ
れ
を
「
E
」
タ
イ

プ
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

第
三
部
　
自
他
動
詞
の
形・長
さ・複
雑
さ
か
ら
見
え
て
く
る
言
語

の
普
遍
性
と
多
様
性

実
際
に
わ
れ
わ
れ
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
約
六
○
言
語
を
調
べ
、
分

析
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
ま
し
た
（T

he W
orld A

tlas of T
ransitivity 

Pairs

（W
A

T
P

）、
使
役
交
替
言
語
地
図
）。
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、U

R
L: 

http://w
atp.ninjal.ac.jp

で
無
料
公
開
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
家
の
パ
ソ
コ
ン
で

ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
デ
ー
タ
も
す
べ
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
う
と
、
な
に
が
見
え
て
く
る
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、

「
沸
く
」「
沸
か
す
」
と
い
う
動
詞
を
、
世
界
の
六
○
言
語
で
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を

調
べ
て
み
ま
し
た
。
図
4
の
円
グ
ラ
フ
に
あ
る
よ
う
に
、
八
二
％
の
言
語
で
日
本

語
と
同
じ
よ
う
に
「
沸
く
」
が
短
く
、「
沸
か
す
」
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確

認
で
き
ま
す
。
日
本
語
だ
け
で
は
な
く
、
周
り
の
い
ろ
い
ろ
な
言
語
で
、
同
じ
よ

う
な
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
な
か
で
も
、
逆
の
派
生
を
し

て
い
る
言
語
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
北
秋
田
方
言
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ

ど
触
れ
ま
す
。

ま
た
、「
裂
く
」「
裂
け
る
」、「
割
る
」「
割
れ
る
」
の
よ
う
な
動
詞
を
調
べ
る
と
、

日
本
語
で
も
日
本
国
内
で
話

さ
れ
て
い
る
方
言
で
も
、
他

動
詞
の
ほ
う
が
短
く
、
自
動

詞
の
ほ
う
が
長
い
。
こ
の
パ

タ
ー
ン
は
、
世
界
の
ほ
か
の

言
語
で
も
見
ら
れ
ま
す
が
、

イ
ン
ド
の
言
語
で
は
、
み
ん

な
逆
の
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
類
似
し

た
派
生
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す

言
語
は
、
あ
る
特
定
の
地
域

に
か
た
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

見
え
て
き
ま
す
。
図
5
は
、

六
〇
言
語
の
デ
ー
タ
か
ら
見

え
て
く
る
パ
タ
ー
ン
を
可
視

化
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
三
一
対
の
デ
ー
タ
か

ら
面
白
い
こ
と
が
見
え
て

き
ま
す
。
図
6
の
一
番
か
ら
一
二
番
の
動
詞
と
、
三
○
番
か
ら
逆
に
二
四
番
の
動

詞
を
見
る
と
、
前
者
は
自
動
詞
の
ほ
う
が
短
く
、
使
役
型
「
C
」
の
パ
タ
ー
ン
が

非
常
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
後
者
は
、
そ
の
逆
の
パ
タ
ー
ン
、
つ
ま
り
、
他
動

詞
の
ほ
う
が
短
い
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
真
ん
中
の
一
三
番
目
か

ら
二
三
番
目
の
動
詞
対
で
は
、
い
ろ
い
ろ
逆
転
が
起
こ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
効
果
と
い
い
ま
す
。
典
型
的
な
鳥
と
そ
う
で
な
い
鳥
。 図3　世界の言語の自他動詞の形・長さ・複雑さを分類する基準
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図4　個別の動詞対の派生型の選好の傾向：「沸く＜沸かす」

図5　個別の動詞対の派生型の選好の傾向：「割れる、裂ける＞割る、裂く」

図6　プロトタイプ効果

 

日本語と同様、
自動詞＜他動詞
の傾向が確認。

 

日本語と同様、
自動詞＞他動詞
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典
型
的
な
鳥
と
い
う
と
、
日
本
で
は
ス
ズ
メ
な
ど
で
し
ょ
う
が
、
ペ
ン
ギ
ン
や
ダ

チ
ョ
ウ
も
鳥
は
鳥
で
す
が
、
典
型
的
な
鳥
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
一
番

か
ら
一
二
番
あ
た
り
の
動
詞
対
は
典
型
的
な
使
役
型
で
二
三
番
目
あ
た
り
か
ら

三
〇
番
目
あ
た
り
の
動
詞
対
は
典
型
的
な
逆
使
役
型
で
、
そ
の
中
間
の
も
の
は
ダ

チ
ョ
ウ
や
ペ
ン
ギ
ン
み
た
い
な
非
典
型
的
な
も
の
で
す
。
世
界
規
模
で
言
語
を
見

て
い
く
と
、
上
記
の
よ
う
な
言
語
間
の
類
似
点
や
相
違
点
が
見
え
て
き
ま
す
。

「
死
ぬ
」「
殺
す
」
は
、
世
界
の
六
二
％
の
言
語
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
が
異
な
る

単
語
を
用
い
て
い
ま
す
（
図
7
）。
殺
し
た
ら
罪
で
訴
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

死
ん
だ
ら
自
然
死
で
す
の
で
相
手
を
訴
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
重
大
な
意
味

の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
、
多
く
の
言
語
は
別
々
の
単
語
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
が

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
見
て
と
れ
ま
す
。

個
別
言
語
の
派
生
型
の
選
好

さ
き
ほ
ど
ま
で
は
、
一
つ
の
動
詞
「
沸
く
」「
沸
か
す
」
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、

六
〇
言
語
の
デ
ー
タ
に
お
い
て
、
他
動
詞
の
ほ
う
が
長
い
パ
タ
ー
ン
と
自
動
詞
の

ほ
う
が
長
い
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
、
ど
の
言
語
が
ど
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
の
か
、
ま

た
ど
の
パ
タ
ー
ン
が
優
勢
か
を
地
図
上
の
円
グ
ラ
フ
で
確
認
し
ま
し
た
が
、
三
一

の
動
詞
対
を
同
時
に
全
部
見
た
い
。
こ
の
場
合
は
「C

hart

（
チ
ャ
ー
ト
）」
と
い
う

ボ
タ
ン
を
利
用
し
ま
す
。
こ
の
「
チ
ャ
ー
ト
」
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
図
3
で
説
明
し

た
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
各
言
語
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
の
分
布

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
8
）。
図
8
で
は
自
動
詞
か
ら
他
動
詞
を
派
生

す
る
パ
タ
ー
ン（
赤
で
表
示
）
が
優
勢
で
あ
る
言
語
を
降
順
で
並
べ
て
あ
り
ま
す
。

ネ
ワ
ー
ル
語
、
ア
イ
ヌ
語
、
モ
ン
ゴ
ル
語
、
ス
ィ
ン
デ
ィ
ー
語
な
ど
ア
ジ
ア
諸
語

が
上
位
を
占
め
る
こ
と
が
見
え
て

き
ま
す
。
逆
に
、
他
動
詞
か
ら
自

動
詞
を
派
生
す
る
パ
タ
ー
ン（
緑

で
表
示
）
が
優
勢
で
あ
る
言
語
を

降
順
で
並
べ
替
え
る
と
、
ル
ー
マ

ニ
ア
語
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
な
ど

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
が
上
位
を
占

め
る
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
（
図

9
）。
英
語
の
よ
う
に
自
動
詞
と

他
動
詞
が
同
形
で
あ
る
「
L
」
を

押
し
て
み
る
と
、
バ
ス
ク
語
、
英

語
、
北
京
語
、
タ
イ
語
が
上
位
に

浮
上
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
自

動
詞
と
他
動
詞
の
形
式
的
な
関

係
の
パ
タ
ー
ン
を
基
準
に
デ
ー
タ

を
簡
単
に
並
べ
替
え
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
複
数
の
観
点

か
ら
同
じ
デ
ー
タ
を
可
視
化
す
る
と
、
視
覚
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
日
初
め
て
披
露
し
ま
す
が
、H

aspelm
ath

は
二
一
言
語
で
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
調
べ
ま
し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
六
○
言
語
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。
両
方
と
も
同

じ
実
験
を
や
っ
て
い
る
の
で
、H

aspelm
ath

の
仮
説
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
同

じ
結
果
が
で
て
く
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
は
人
文
系
で
は
あ
ま
り
や
り
ま
せ
ん
が
、

再
現
可
能
性
を
自
分
の
眼
で
確
認
で
き
る
よ
う
な
も
の
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
『slopegraph

』
と
い
う
も
の
で
す
（
図
10
）。
左
はH

aspelm
ath

の
二
一
言
語 図7　諸言語における「死ぬ」と「殺す」の形式的な関係
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図8　個別言語の派生型の選好：使役型

図9　個別言語の派生型の選好：反使役型
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の
デ
ー
タ
、
右
は
わ
れ
わ
れ
が
集
め
た
六
○
言
語
の
デ
ー
タ
で
す
。
こ
の
図
か
ら

も
見
て
と
れ
ま
す
が
、
上
の
ほ
う
は
順
位
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
下
の
ほ
う
も

わ
り
と
安
定
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
真
ん
中
の
ほ
う
が
順
位
が
相
当
入
れ
替

わ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
と
、
普
段
は
見
え
な
い
よ

う
な
、
順
位
の
変
動
を
眼
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。『slopegraph

』
は
ま

だ
公
開
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
あ
と
一
か
月
後
程
度
で
公
開
し
ま
す
。

も
う
一
つ
、
ま
だ
公
開
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
面
白
い
機
能
が
あ
り
ま
す
。
任
意

の
二
つ
の
言
語
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
比
べ
て
み
ま
す
。
日
本
語
で
、
北
秋
田
方
言

と
首
里
方
言
を
選
び
ま
し
た
。
一
方
は
北
日
本
、
も
う
一
方
は
南
日
本
。
ど
ん
な

違
い
が
あ
る
か
、
眼
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図
11
）。
左
が
首
里
方
言
、

右
が
北
秋
田
方
言
で
す
。
首
里
方
言
は
ほ
と
ん
ど
「
C
」
で
、
自
動
詞
か
ら
他
動

詞
が
派
生
し
て
い
ま
す
。
北
秋
田
方
言
に
は
A
が
多
数
で
て
き
ま
す
。
北
と
南
で

ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
南
の
ほ
う
で
は
南
ア
ジ
ア
と
同
じ
よ
う
に
自
動
詞
か
ら
他

動
詞
が
派
生
し
、
北
の
ほ
う
と
違
う
こ
と
が
、
二
つ
の
言
語
を
隣
ど
う
し
に
置
い

て
み
て
初
め
て
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
機
能
も
あ
と
少
し
で
公
開
し
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
あ
る
言
語
現
象
を
、
あ
る
特
定
の
言
語
で
、
同
じ
よ
う
な
方

法
で
た
く
さ
ん
の
デ
ー
タ
を
集
め
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
比
べ
、
地
図
の
う
え

で
見
せ
、
こ
う
い
う
現
象
が
あ
り
ま
す
と
記
述
し
て
き
ま
し
た
し
、
可
視
化
し
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
な
ぜ
、
あ
る
特
定
の
動
詞
で
、
自
動
詞
の
ほ
う
が
短
く
、
他

動
詞
の
ほ
う
が
長
い
の
か
。
逆
に
、
あ
る
特
定
の
動
詞
は
、
な
ぜ
自
動
詞
の
ほ
う

が
長
く
、
他
動
詞
の
ほ
う
が
短
い
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
説
明
が

あ
っ
て
初
め
て
、
あ
〜
な
る
ほ
ど
、
と
わ
か
る
わ
け
で
す
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
優
れ
た
研
究
を
し
た
の
は
、
な
ん
と
、
日
本
語
を
研
究
し

図10　新機能：slopegraph
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て
い
る
日
本
生
ま
れ
で
日
本
語
が
非
常
に
達
者
な
ア
メ
リ
カ
人
のJacobsen

先
生

で
す
。Jacobsen

先
生
は
、
以
前
私
ど
も
の
研
究
所
に
客
員
研
究
員
で
お
ら
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
先
生
の
説
明
で
は
、「
特
定
の
変
化
を
外
的
な
力
の
有

無
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
結
び
つ
き
は
世
界
の
経
験
、
つ
ま

り
そ
の
変
化
の
最
も
典
型
的
な
起
こ
り
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
あ
る
種
の
変
化
は
、

通
常
、
自
発
的
に
起
き
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
…
…
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
種
の

変
化
は
、
通
常
、
外
的
な
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
…
…

有
標
性
理
論
は
、
経
験
に
お
け
る
通
常
性
が
言
語
的
通
常
性
に
反
映
さ
れ
る
こ

と
、
つ
ま
り
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
形
式
が
よ
り
複
雑
な
形
式
に
比
べ
て
通
常
（
無
標
）

で
あ
る
こ
と
を
予
測
す
る
」
と
。

こ
の
先
生
は
、
英
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
で
、
日
本
語
も
ほ
ぼ
ネ
イ

テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
で
、
両
方
の
言
語
が
非
常
に
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
た
め
、
こ

の
よ
う
な
研
究
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、「
裂
く
」「
裂
け
る
」
だ
と
、
道
具
を
持
っ
て
、
な
に
か
を
「
裂
く
」
こ
と

が
基
本
で
す
。
物
事
が
勝
手
に
「
裂
く
」
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
な
ぜ

「
裂
く
」
が
短
い
の
か
。
わ
れ
わ
れ
が
理
解
し
て
い
る
道
具
を
持
っ
て
、
な
に
か
を

「
裂
く
」
の
が
典
型
的
で
す
の
で
、
そ
の
場
合
は
他
動
詞
が
基
本
で
す
。
自
動
詞
は

派
生
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、「
沸
く
」「
沸
か
す
」
は
そ
の
逆
で
す
。
自
然
界
で
も
、

日
本
は
温
泉
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
水
が
沸
い
た
り
、
人
間
が
火
を
焚
い
て
沸

か
し
た
り
。「
火
を
焚
い
て
沸
か
す
」
と
い
う

の
は
複
雑
な
意
味
で
す
の
で
、
言
語
の
う
え

で
も
複
雑
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ア
イ

コ
ニ
ッ
ク
（
類
像
的
）
な
説
明
と
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
概
念
的
に
複
雑
な
も
の
は
形
の
う

え
で
も
複
雑
に
表
し
ま
す
。
概
念
的
に
単
純

な
も
の
は
、
形
の
う
え
で
も
短
く
表
す
。
こ

う
い
う
概
念
と
言
語
形
式
の
単
純
さ
・
複
雑

さ
の
あ
い
だ
に
写
像
関
係
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
とJacobsen
先
生
は
説
明
し
て
い
ま

す
。

図11　新機能：comparison（二言語比較）
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こ
の
先
生
の
研
究
か
ら
示
唆
を
得
て
、
さ
き
ほ
ど
の

H
aspelm

ath

は
、
言
語
の
数
を
増
や
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
語
の
研
究
が
出
発
点
と
な
っ
て
、
世
界
の
言

語
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
非
常
に
面
白
い
現
象
の
一
つ
だ
と

思
い
ま
す
。

所
長
か
ら
、
ソ
ト
か
ら
見
る
日
本
語
、
ウ
チ
か
ら
見
る
日
本

語
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
語
か
ら
ソ
ト
の
言
語
を
見

る
と
、
こ
の
よ
う
な
知
見
で
世
界
の
言
語
が
分
析
で
き
る
と
い

う
素
晴
ら
し
い
研
究
が
日
本
語
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
る
と
思

い
ま
す
。
専
門
的
に
、
こ
れ
はdiagram

m
atic iconicity

と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
専
門
的
な
話
は
そ
こ
ま
で
に
し
ま
す
。

第
四
部
　
日
本
語
の
多
義
的
自
他
動
詞
を
学
ぶ

私
は
日
本
語
学
習
者
で
、
過
去
三
五
年
間
、
日
本
語
を
学
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
、

一
向
に
上
達
し
ま
せ
ん
。
な
ん
で
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
み
た
い
に
悩

ん
で
い
る
学
習
者
が
世
界
中
に
い
ま
す
。

発
表
す
る
と
き
に
い
つ
も
あ
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
「
あ
が
っ
て
し
ま
う
」

の
意
味
は
、
ア
ド
バ
ン
ス
な
日
本
語
で
す
。「
温
度
が
上
が
る
」
の
は
、
誰
で
も
理

解
で
き
ま
す
。
発
表
す
る
と
き
、「
み
ん
な
の
前
で
あ
が
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
の

は
、
ど
の
教
科
書
で
も
教
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
習
者
が
こ
れ
を

ど
う
勉
強
す
れ
ば
い
い
か
、
世
界
中
の
日
本
語
学
習
者
の
大
き
な
悩
み
の
タ
ネ
で

す
。
市
販
の
ど
の
国
語
辞
書
で
「
あ
が
る
」
を
調
べ
て
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
辞
書

は
日
本
人
の
た
め
に
つ
く
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
私
が
日
本
語
の
勉
強
を
始
め
た

と
き
、
国
語
辞
書
を
使
っ
て
調
べ
ま
し
た
。
大
変
な
作
業
で
し
た
。
一
行
読
ん
で

も
、
何
時
間
か
け
て
も
読
め
な
い
漢
字
が
で
て
き
て
、
そ
れ
を
漢
和
辞
典
を
調
べ
、

そ
こ
か
ら
こ
れ
は
「
湯
桶
読
み
」
な
の
か
「
重
箱
読
み
」
な
の
か
、
大
変
な
問
題
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
あ
、
マ
ニ
ア
は
そ
ん
な
こ
と
を
楽
し
く
や
り
ま
す
の
で
、
長
く

勉
強
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
私
み
た
い
に
。
マ
ニ
ア
で
な
い
と
途

中
で
挫
折
し
ま
す
。

教
科
書
に
で
て
こ
な
い
、
イ
ン
ド
に
い
て
周
り
で
日
本
語
が
話
さ
れ
て
い
な
い
、

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
先
生
が
い
な
い
と
き
、
ど
う
や
っ
て
勉
強
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が

あ
り
ま
す
。
基
本
動
詞
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
難
し
く
、
た
く
さ
ん
の
意
味
が
あ
り

ま
す
。「
あ
げ
る
」
と
い
う
動
詞
は
多
義
的
で
、
意
味
は
な
ん
と
二
○
を
越
え
ま
す
。 図12　基本動詞ハンドブック

日本語学習者・日本語教師が基本動詞の理解を深め
ることができるように、基本動詞の多義的な意味の
広がりを図解なども用いて分かりやすく解説したオ
ンラインツール（辞典）
→http://verbhandbook.ninjal.ac.jp/
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こ
の
意
味
を
全
部
説
明
し
て
い
る
教
科
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、

な
ん
と
か
下
に
あ
る
も
の
を
「
上
げ
る
」
と
い
う
説
明
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

そ
こ
で
、『
基
本
動
詞
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
を
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
労
を
し
て
つ
く
り

ま
し
た
（
図
12
）。
こ
の
た
く
さ
ん
の
意
味
が
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
日
本

語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
は
頭
の
な
か
で
わ
か
っ
て
い
る
の
で
説
明
は
不
要

で
す
が
、
外
国
人
に
は
説
明
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
そ
の
説
明
を
こ
の
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
で
は
し
て
い

ま
す
（
図
13
）。
紙
の

辞
書
だ
と
印
刷
が
大

変
な
の
で
短
く
し
ま
す

が
、
わ
れ
わ
れ
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
や
る

の
で
、
ス
ペ
ー
ス
は
い

く
ら
で
も
あ
り
ま
す
の

で
、
た
く
さ
ん
の
文
字

数
を
使
っ
て
、
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
文
に
は
す
べ
て
音
声

を
つ
け
て
い
ま
す
。
難

し
い
意
味
は
、
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
を
使
っ
て

説
明
し
て
い
ま
す
。
緊

張
し
て
「
あ
が
る
」
は
、

三
コ
マ
漫
画
で
説
明
し

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
い
ま
無
料
公
開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
辞
書
を
つ

く
る
た
め
に
、
日
本
人
の
正
用
と
外
国
人
の
誤
用
の
両
方
の
コ
ー
パ
ス
を
使
っ
て
、

客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
例
文
を
つ
く
る
こ
と
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
前
川

先
生
か
ら
話
が
あ
っ
たB

C
C

W
J

と
い
う
一
億
語
の
コ
ー
パ
ス
を
使
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
の
正
用
を
調
べ
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
「
○
○
が
あ
が
る
」、
そ
の
「
が
」

の
と
こ
ろ
の
前
の
名
詞
は
ど
う
い
う
名
詞
な
の
か
を
、
こ
れ
で
調
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、「
冷
え
る
」
と
「
冷
め
る
」
は
ど
う
違
う
の
か
も
、
こ
の
コ
ー
パ

ス
を
使
っ
て
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ー
パ
ス
を

使
っ
た
う
え
で
見
出
し
を
執
筆
し
て
い
ま
す
。
執
筆
者
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
文

法
的
に
正
し
く
な
い
文
（
非
文
）
が
普
通
の
辞
書
に
は
で
て
き
ま
せ
ん
が
、
わ
れ
わ

れ
の
辞
書
で
は
、
正
し
い
文
と
と
も
に
非
文
も
載
せ
て
い
て
、
そ
れ
は
な
ぜ
正
し

く
な
い
か
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
「
赤
ち
ゃ
ん
が
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
赤
ち
ゃ
ん
に
は
そ
う
い
う
精
神
的
な
能
力

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
で
き
な
い
か
も
書
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
が
あ
っ
て
、
初
め
て
学
習
者
は
納
得
し
て
「
な
る
ほ
ど
ね
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

結
　 

び
世
界
諸
言
語
と
比
較
・
対
照
し
て
こ
そ
、
日
本
語
が
世
界
の
他
の
言
語
と
ど
う

い
う
と
こ
ろ
が
似
て
い
る
か
（
類
似
点
・
普
遍
的
）、
ま
た
は
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ

が
異
な
っ
て
い
る
か
（
相
違
点
・
個
別
性
・
多
様
性
）
が
見
え
て
き
ま
す
。
理
論
研

究
の
成
果
を
、
教
育
現
場
に
よ
り
積
極
的
に
還
元
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図13　多義的自他動詞の学習
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