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誰

形

の

定

着

ブ
ラ
ジ
ル
日
系
人
の
言
語
調
査
か
ら

原

口

裕

比
況

の
助
動

詞

と

い
わ
れ

る

「
み
た

い
だ
」

が
現
代

語
法

を
最

も
特

徴

的

に
示
す

用
語

の

一
つ
で
あ

る

こ
と
は
よ

く
知

ら

れ
て

い
る
。

そ

の
事

例

の
活
字

に
見

え
る

の
は

明
治

二
十
年

代

の
当
初

で
あ

る

於
"

最
近

で
は
、

活

用
語

接
続

の
推
定

の
用
法

を
含

め

て
、
地

の
文
を

問
わ
ず

さ

か
ん

に
使

用

さ

れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

そ

の
た
め

、
頻
度

の
最

も
高

い
連
用

形

に
は
、

形

容
詞

連
用

形

に
類

推

し
た

「
み
た
く

」

の
託

形

が
発
生

し
、
関

東

か
ら

静
岡
に
か
け
て
の
子
供
の
こ
と
ば
で
は
よ
く
聞
か
れ
「

静
岡
で
は
大
人

の
間
で
も
時
に
聞
く
こ
と
が
あ
る
ー

国
語
教
育
の
上
で
問
題
に
な
る
こ

と
も
珍

し
く

な

い
。

こ
の
形

容
動

詞
語
幹

の
形

容
詞

活
用

派
生

が
、

一
般

的

な
推

移

の

一
面

を
示
す

も

の

か
、
地
方

の
限

ら

れ
た
方

言
的

現
象

に
す

ぎ

な

い
の
か
は
、

ま

だ
十
分

な
調
査

報
告

が
な

い
よ
う

に
思

わ

れ
る
。

筆
者

は

た
ま

た
ま
機
会

を

得

て
、
ブ

ラ

ジ

ル
国

サ

ン
パ
ウ

ロ
大

学

文
学

部

日
本

語
残

空
ブ

ラ

ジ

ル
の
大
学

生

に
日
本
語

を
教

え

て

い
る

の
で
あ
る

が
、
ブ

ラ

ジ

ル
日
系
人

社
会

の
日
本

語

に
関
す

る
小

さ
な

実
態

調
査

を
試

み
て

い
る
う

ち

に

「
み
た
く

」

の
事
例

の
少

な
く

な

い
こ
と

に
気

が

つ
い

た
。

教

育

や

マ
ス

コ
ミ
に
よ

る
言
語

規
制

の
弱

い
こ

の
国

の

日
本

語
社

会

は
、
説

形

の
定
着

に
関
し

て

一
つ
の
サ

ン
プ

ル
を
示
す

よ
う

に
思

わ

れ
る
。

以
下

、

「
み
た

く
」

の
使
用

に

つ

い
て

の
調
査

の
結

果
を

例
示

し

て
、
大

方

の
参

考

に
供

し
た

い
。

二

こ

の
調
査

の
対

象

は
、
サ

ン
パ
ウ

ロ
大
学

日
本
語

科

に
学

ぶ
学
生

の
う

ち
、

祖

父
母
、

両
親

が
日
本

人

(
二
世

を
含

む

)
で
あ

る
も

の
七
九

名

(

一
世

八
名

、

二
世

六
二
名

、
三
世

九
名

、
質

問

に
答
え

ら
れ
な

い
学

生

は

省

い
て
あ

る

)
で
あ

る
。

い
わ

ゆ
る

二
、
三

世

の
日
本

語
能
力

に

つ
い
て

は
す

で

に
野
元

菊
雄

氏

に
調
査

が
あ

り
、
そ

の

一
部

は
発
表

さ
れ

て
も

い

る

麓
轄
甚

だ
悲

観
的

な
将
来

が
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

こ

の
学

生
等

の
日
本

語
能

力

も
個

人
差

が
あ

っ
て
、

必
ず

し
も
高

い
水

準

に
あ

る
と

は
言
え

な

い
が
、

市
井

に
お

け
る

二
世
間

の
日
本

語
能

力
を

基
準

に
す

る

と
上

の
部

に
属

す

る

と
す

る

こ
と

が
で
き

よ
う
。

た

だ
し

、
自
宅

で
日
本
語

を
主

と

し

て
使

用
し

て

い
る
も

の
は

一
世
を

の
ぞ

く

と
皆

無

に
近

か

っ
た

(調

査

で
は

三
名

)
。
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彼
等

の
方

言
的

環
境

を
示
す

調
査

の

一
例
を

あ
げ

る
と
次

の
ご
と
く

で

あ

る
。

①

水

が

こ
ま

る
。

(■
①
夢

o
肩
o
匡
①ヨ
霧

眉
。
弓
壁
一鼠

審

似
σq
5

・)

ポ

ル
ト

ガ

ル
語

を
併
記

し

、
空
欄

に

「
出
な

い
か

ら
」
も

し
く

は
そ

の

類

型
を
記

入

さ

せ
る
質
問

で
あ

る
。

a
で
ら
ん

か
ら

b

で
ら

ん
け

ん

c
で
ら

ん

の
で

d

で
ら

な
く

て

e
で
ん
か
ら

f
で
ん

け
ん

9
で
ん

の

で

否

定

の
表

現

に

76441457

b

で
ら
な

い
か
ら

3

i
で
な

い
か
ら

23

ー
で
な

い
の
で

27

k

で
な
く

て

27

「
ん

」
を

多

用
す

る
傾
向

は
野

元
氏

の
調
査

に
あ

る
が

こ
こ
で

は
そ

の
勢

力

は
二
対

一
で

「
な

い
」
系

が
強

い
。

「
で
な

く

て
」

が
最

も
多

い
型

の

一
つ
で
あ

る

こ
と

か
ら
も

、
学

習

の
影
響

が
考

え

ら
れ

る
。

「
ん
」

系

で
は

「
で
ら

ん

か
ら
」

「
で
ら
ん
け

ん
」

「
で
ん
け

ん
」

「
で
ら
ん

の

で
」

が

ほ
ぼ
同

数

と

い
う

結
果

を
示
し

て

い
て
、
方

言
使

用

の
家
庭

環
境

の
反

映

が
見
ら

れ

る
。

「
ん
」
系

「
な

い
」
系

を

と
も

に
答

え

て

〈
ゆ

れ
〉

て

い
る

型

は
、

a
ー

i

2

e
-

i

3

C
9
-

k

1

σ
0
「
「
-K

ワ
】

右

の
ご
と
く

で
、

そ

の
数

は
多

く
な

い
。

や

は
り
学
習

の
影
響

が
強

い

こ

と
を

示
し

て

い
る
。

方

言

の
型
は

西
部

の
そ
れ

で
あ

ろ
う

。

三

い
わ
ゆ

る
形
容

動
詞

語
幹

で
末
尾

の
母
音

が

「
イ

」

で
あ

る
語

が
形

容

詞
化
す

る

ケ
ー

ス
は
、

次

の
例

文

に
よ

っ
て
調

べ
て
み
た
。

②

こ
の
花

は
き
れ

い
く
な

い
。

(
ま

た

は
、
き

れ
く
な

い
)

質
問

に
答

え
た

型
は

、

a
使

っ
た

こ
と

が
あ

る

12

b
聞

い
た

こ
と

が
あ

る

6

c
使

っ
た

こ
と
も

聞

い
た

こ
と
も
あ

る

24

d
聞

い
た

こ
と

が
あ
り

、
変
な

感
じ

が
し

た

10

e
聞

い
た

こ
と

が
な

い

4

f
聞

い
た

こ
と

が
な

い
。

変
な

感
じ

が
す

る

2

9
変
な

感
じ

が
す

る

4

右

の

ご
と
く

で
、

「聞

い
た

こ
と
が
な

い
」
例

は

は
る

か
に
少

な

い
。

と

く

に

「
き

れ
く

な

い
」

の
短

呼
形

を
指

定
し

た
も

の

が
8
名

い
て
、

こ
の

形
容

詞
型

が
定

着
し

つ

つ
あ

る
状

態

が
う

か
が
え

る
。
末

尾

母
音

が

「
イ

」

で
終
る

形
容
動

詞
語

幹
は

、
否
定

表
現

を
伴
う

よ
う

な
頻

度

の
高

い
語
形

で
は
、
容

易

に
形
容

詞
化
す

る
環

境

に
あ

る
。

こ

こ
で
は
、

同
形

の
使

用

を

見

せ
る
、
例

え

ば
静
岡

方
言

の
影
響

の
ご
と
き

は
考
慮

し

な
く

て
よ

い

と
思

わ

れ

る
。

「
み
た
く

」

に

つ
い
て

の
例
文

と

、
そ

の
質
問

の
結

果
は

次

の
通

り

で

あ

範
・

③

あ

の
人
は
学
者

a

み
た
く

b

み

た
く

に

c

み
た

い
く

話
を

す

る
。

(

)
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④

あ

の

人

は
酔

っ
ぱ

ら

っ

て

い
る

a

み

た

く

b

み

た

く

に

c

み

た

い
く

歩

い
て

い
る

。

(〉
ρ
二
巴
ρ

9

ω
。。
○
p

Φω
岳

§

畠
o
己

0

8

3
○

ω①

Φ
も・
江
く
①
ωo。Φ

げ
霧

①
傷
9
●)

⑤

あ

の
人
は
風

邪
を

引

い
て
、

熱

が
あ

る

a

み
た
く

b

み
た
く

に

c

み

た

い
く

見

え

る

。

(巴
①

①
。・蘇

α・
暑

巴

。

Φ

琵

Φ
。①

①
・・
霞

8

ヨ

h㊦
げ
■
①
・)

例

文

③④⑤

a
み

た

く

b

み
た
く

に

c
み

た

い
く

a
み

た

く

b

み

た
く

に

c
み

た

い
く

a
み

た
く

b
み

た
く

に

C
み

た

い
く

聞

い
た

こ
と

が
あ

る

1121741621

使

っ
て

い
る

43121

「
聞

い
た

こ
と

が
あ

る
」

「
使

っ
て

い
る
」

と
答

え
た
も

の
は
十
七

名

で
全
体

の
約

二
割
弱

に
及
ん

で

い
て
、

そ

の
数

は
少

な
く
な

い
。

「
み

た
く
」

が
多

い
の
は
当
然

で
あ

る

が
、
「
み
た
く

に
」

の
副

詞
形

(
も

し
く

は

「
み
た

い
に
」

と

の
混
清

形

か
)
も

若
干

見
え

て

い
て
お
も

し

ろ

い
。

「
み
た
く

に
」

の
使
用

を
知

っ
て

い
る
も

の
は
、
③

④
⑤

の

い
ず

れ
か

の

「
み
た
く
」

の
形

を
重

複
し

て
指

定

し
て
、

「
み
た
く

に
」

が
不
安

定
な

こ
と
を

示
し

て

い
る
。

日
本

で

の

「
み

た
く

に
」

の
形

の
使

用

は
聞

い
て

い
な

い
が
、

「
み
た
く

」

の
頻

度

が
高
く

な

れ
ば
考

え
ら

れ
る
語

形

で
あ

る
。

「
み
た

い
く

」
を

答
え

た

の
は

一
名

で
あ

る
。

二
三

歳

の
三
世

の
女

子

で
、
家
庭

に
お

い
て
、
秋

田
県

出
身

の
祖

父
母

と
二
世

の
父
母

が
使
用

し

て

い
る
と
記

し

て

い
る
。

例
文

②

「
き
れ

い
く

」
と

同
形

の
形
容

詞
活

用

で
あ

る
が
、

こ
の
型
が

一
般
的

で
な

い
こ
と
を

示
し

て

い
る
。

秋

田
方

言

と

の
関

連

は
ブ

ラ

ジ
ル
で
は

よ
く

わ
か
ら

な

い
。

例

文
⑤

は
事
例

の
少

な

い
点

が
他

と
異
な

る

が
、
活

用
語
接

続

の
例

が
、

と
く

に
推
定

の
用
法

な

ど

の
場
合

、
あ

ま
り
使

わ

れ
な

い
の
か

ど
う

か
は

、
サ

ン
プ

ル
が
少

な

く

て
よ

く
わ

か
ら

な

い
。

文

の
難
易

も
関

係
し

て

い
る

こ
と
が
考

え
ら

れ

る

の
で
性
急

な
判

断
は
避

け

た

い
。

体
言

接
続

の
比

況

の
用
法

に

つ

い
て

な

ら

ば
、

こ

の
形

は
十

人

に

一
人
位

の
割

合

で
使
わ

れ

て

い
る
可
能

性

が

あ

る
。

「
使

っ
て

い
る
」

と
答
え

た
学
生

四
名

の
環
境

に

つ

い
て
見

る

と
、

a
父

母

と
も

に
使
う

。

岡
山

県
出
身

。

二
世

、
二

一
歳

b
祖

父

と

父

が
使
う
。

熊
本

県
出

身

(
祖
母

は
香

川
県

出
身

)
、

二

一
歳
、
三

世

c

父
母

と
も

に
使

う
。

福
岡

県
出

身

、
二

一
歳
、

二
世

④

祖

父

母
と

も

に
使
う

。

広
島

県

と
福

井
県

出
身

、

二
世

の
父

母
も
使

う

二
二
歳

、
三
世

右

の
ご
と

く

で
、
出
身

地
域

が
西
部

に
偏

っ
て

い
る

の
は
、

移
民

の
出

身

県
構

成

の
比
率

の
反

映

と
思

わ

れ
、
言

語
的

な
関

係

は
考
え
ら
れ
な

い
。

い
ず

れ
も
家

庭

の
影
響

が
決
定

的

で
、
説

形

の
定

着

が
高

年
齢

層

に
す

で

に
及

ん

で

い
る

こ
と
を

示
し

て

い
る
。

「
聞

い
た

こ
と

が
あ

る
」

と
答

え

た
学
生

の
イ

ン
フ

ォ

マ
ン
ト

の
調

査

を
整

理
す

る

と
、

う23「



祖

父

母

・
父
母

(
熊
本

)
、
祖

父

母

・
父
母

(
秋

田
)
、
祖

母

・
父
母

(
福
岡

)
、
祖

母

(
北

海
道

)
、
父

母

(
熊
本

)、
父

母

(
熊
本

・
福

岡

)
、
父

(
熊
本

)

・
友

人

(
東
京

〉、
友

人

(
出
身

不

明
六
名

)

こ

こ
で
も
、
家

庭

で

の
影

響

の
著
し

い
こ
と

が
わ

か
る
。
東

京

の
友

人
を

記

し

た
例

は
新

し

い
読
形

の
流

入

と
も
考

え
ら

れ
る

が
、

そ

の
影

響

は
小

さ

い
と
思

わ

れ
る
。

二

二

二
世

の
女

性

の

一
人

称
代
名

詞

に

「
ワ

ッ
チ

」

と

い
う

形
が
あ

っ
て
、

よ
く
聞

か

れ
る

が
、

「
み
た
く

」

の
使

用
も

、
読

形

が
高
年

齢

の

一
世

に
定

着
し

て

い
る
場
合

に
、
言
語

規
制

が
ゆ

る

や
か

だ

と

「
ワ

ッ
チ

」

の
よ
う

に
普

及
す

る
可
能

性

も
あ

る

で
あ

ろ
う
。

十
二
月

八

日
、
サ

ン
パ
ウ

ロ
よ
り

百
四

十
キ

ロ
地
点

の
ピ
ラ

ル

・
ド

・

ス
ー

ル

(国
ド
■
傷
o

ω
色

に
大
地
主

と
し

て
悠

々
自

適

の
生
活

を
送

っ

て

お
ら

れ
る
盛

岡
包

兼
氏

を

お
た
ず

ね
し

た

が
、
七

十
歳
を
す

ぎ

た
翁

の

強

い
高
知

な
ま

り

に

「
み
た
く

」

が
し

ば
し
ば
あ

ら

わ
れ

て
、
統

計

の
事

実
を

た
し

か

め
る

こ
と

が
で
き

た
。

も

っ
と
も

、
ブ

ラ

ジ

ル
で
は
、

日
本

語
教
育

の
問
題

と
し

て
は

、

日
系

青

少
年

の
基
本

的

日
本
語
能

力

の
伸

長

が
急
務

で
、
説

形

の
定

着
な

ど

よ
り

も
、

む
し

ろ

日
本

語
能

力
そ

の
も

の

の
急

激
な
衰

退

が
現
実

化
し

て

い
る

と

い
う

事
情

に
あ

る

こ
と

は
言
う

ま

で
も

な

い
。

四

関
東

地
方

に

お
け

る

「
み
た
く

」

の
普
及

は

ど

の
程
度

の
も

の
で
あ

ろ

う

か
。

静

岡
県
、

こ
と

に
そ

の
東

部

・
中
部

地
域

の

「
み

た
く
」

の
使

用

状
態

の
調
査

な

ど
早
急

に
な

さ

れ
る
必

要

が
あ

る
。

日
系

コ
ロ

ニ
ヤ
社
会

の
実
情

か

ら
も
う

か

が
え
る

よ
う

に

、
言
語

規
制

が
ゆ

る
や

か

で
あ

る
と

容

易

に
定
着
す

る
語
形

で
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

近

代
語
法

史

を
記

述
す

る

場
合

、
何

よ
り

も
動
態

的
な

説
形

の
実
態

調
査

の
必
要

が
痛
感

さ

れ
て
な

ら
な

い
。

注

拙
稿
「「
み
た
や
う
だ
」
か
ら

「
み
た
い
だ
」

へ
」

「国
文
研
究
」

(静
岡
女
子
大
学
)
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H>
ω
国
『
国
■
ズ
>
Go

当
地
で
は

「日
伯
毎
日
新
聞
」

一
九
七
○
年
二
月
二
六
日
ー
三
月
七
日
の
記
事
な
ど
。

林
知
己
夫
編

「比
較
日
本
人
論
」

(中
公
新
書

)
昭
和
四
十
八
年
八
月

例
文
③
は
体
言
接
続
、
④
は
活
用
語
接
続
の
比
況
の
用
法
、
⑤
は
活
用
語
接
続
の
推

定
の
用
法
で
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
例
文
⑤
も
推
定
の
意
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

ー

一
九
七
四

・
一
二

二

○
i

付

記

春

日
和
男

先
生

の
華

甲

の
お
祝

い
を
、

は

る
か
ブ

ラ

ジ

ル
の
地

よ
り

、
心

か
ら
祝

し
奉

り
ま
す
。

資

料

が
な

い
ま
ま

に
、

小

さ
な

調

査

を
報
告

い
た
し
ま

し

た
。

御
寛

恕

下
さ

い
ま
す

よ
う

。
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