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は
じ
め
に

　

筆
者
は
既
に
、「
中
国
語
の
音
節
構
造
の
指
導
法
に
つ
い
て
」（
中
国
文
学
論
集
三
十
八　

二
〇
〇
九
）・「
入
門
期
の
中
国
語
教
育
に

お
い
て
発
音
再
現
は
ど
の
程
度
正
確
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
べ
き
か
」（
未
公
刊
）
に
よ
っ
て
、
入
門
期
の
中
国
語
教
育
の
う
ち
、
発
音

指
導
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
今
回
は
文
法
指
導
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

文
法
は
文
の
要
で
あ
り
、
そ
の
習
得
に
は
十
分
な
手
間
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
外
国
語
学
習
に
お
け
る
母
語
の
干
渉
が
避

け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
手
間
と
い
う
の
は
何
を
母
語
と
す
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
人

中
国
語
学
習
者
に
よ
く
見
ら
れ
る
誤
謬
の
原
因
と
そ
の
回
避
法
を
検
討
し
な
が
ら
、
日
本
人
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
教
授
法
を
検
討
す

る（
１
）。

１
．「
是
」
の
誤
過
剰

　

日
本
人
が
中
国
語
を
学
ぶ
当
初
に
よ
く
見
ら
れ
る
間
違
い
の
例
と
し
て
「
我
是
漂
亮
。」
が
あ
る
。
中
国
語
の
形
容
詞
述
語
文
に
は

「
是
」
が
不
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誤
っ
て
挿
入
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
是
」
の
誤
過
剰
は
英
語
の
「I am

 beautiful.

」

にbe

動
詞
が
あ
る
こ
と
の
干
渉
で
生
じ
る
、
と
認
識
す
る
教
科
書
が
多
く
、「
英
語
と
違
っ
て
中
国
語
の
形
容
詞
述
語
文
に
は
「
是
」
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―
「
是
」述
語
文
・
前
置
詞
句
・
諾
否
疑
問
文
・
完
了
相
の
教
え
方
に
つ
い
て
―



は
い
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、「
我
是
吃
午
飯
。」
と
い
う
の
も
日
本
人
の
間

違
っ
た
中
国
語
と
し
て
よ
く
見
か
け
る
。
中
国
語
の
動
詞
述
語
文
に
「
是
」
が
不
要
で
あ
る
の
に
対
す
る
誤
過
剰
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

応
す
る
英
語
「I eat lunch.

」
の
中
に
はbe

動
詞
は
な
く
、「
是
」
は
英
語
の
干
渉
に
よ
っ
て
出
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
と
す
る

と
、
形
容
詞
述
語
文
の
場
合
も
や
は
り
英
語
の
干
渉
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

実
は
、
日
本
人
の
英
語
学
習
に
お
い
て
も
「I am

 eat lunch.

」
と
い
う
誤
謬
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
英
語
の
Ｓ
Ｖ
（
Ｏ
）
構
造
に

お
い
て
、
既
に
こ
の
誤
過
剰
は
発
生
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
こ
の
間
違
っ
たbe

動
詞
は
一
体
ど
こ
か
ら
現
わ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
？

　

英
語
学
習
の
初
期
に
お
い
て
、I , m

y , m
e , you , your , you ... 

の
人
称
代
名
詞
の
格
変
化
と
と
も
に
、I am

 , Y
ou are , H

e is , 

W
e are ... 

のbe

動
詞
の
人
称
変
化
と
い
う
、
日
本
語
に
な
い
特
殊
現
象
を
教
え
る
た
め
に
人
称
代
名
詞
にbe

動
詞
を
付
け
て
徹
底
的

に
口
ず
さ
ま
せ
る
が
、
そ
の
結
果
主
格
人
称
代
名
詞
の
付
加
成
分
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
一
般
動
詞
文
にbe

動
詞
が
出
現
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
中
国
語
に
は
そ
ん
な
事
情
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
我
是
」
と
や
っ
て
し
ま
う
の
は
何
故
か
。
筆
者
は
、「
是
」
を
「
〜

は
…
だ
。」
と
覚
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
も
一
因
が
あ
る
と
考
え
る
。
日
本
語
の
判
断
文
に
は
動
詞
が
な
い
の
で
、「
是
」
を
直
訳
す
る

す
べ
は
な
い
。
そ
こ
で
、「
是
」
を
「
〜
は
…
だ
。」
と
説
明
し
て
し
ま
い
が
ち
な
の
だ
が
、
学
習
者
に
こ
う
教
え
て
し
ま
う
と
、
逆
に

「
〜
は
」
と
い
う
日
本
語
は
全
て
「
〜
是
」
と
な
る
と
思
い
込
む
。「
逆
も
ま
た
真
」
に
よ
る
誤
謬
で
あ
る（

２
）。

外
国
語
の
単
語
を
教
え
る

時
に
は
、
単
純
に
訳
語
で
教
え
て
よ
い
場
合
と
、
む
し
ろ
訳
語
を
与
え
な
い
方
が
よ
い
場
合
と
が
あ
り
、「
是
」
は
後
者
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
諸
本
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
誤
解
を
回
避
し
て
い
る
か
、
表
１
に
ま
と
め
た
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い（

３
）。

　

そ
も
そ
も
、
ど
ん
な
に
丁
寧
に
教
え
て
も
、
ま
だ
中
国
語
の
文
法
に
慣
れ
な
い
段
階
で
は
つ
い
つ
い
「
是
」
＝
「
は
」
と
思
い
込
ん

で
し
ま
う
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
丙
・
庚
本
の
よ
う
に
、
い
っ
そ
「
是
」
を
第
一
課
で
教
え
な
い
、
と
い
う
の
が
根
本
的
な

回
避
方
法
で
あ
る
。「
是
」
を
知
ら
な
い
以
上
、「
是
」
の
誤
過
剰
は
起
き
よ
う
が
な
い
の
だ
が
、「
是
」
を
知
ら
な
い
ま
ま
「
是
」
が
入

ら
な
い
動
詞
述
語
文
や
形
容
詞
述
語
文
を
作
り
続
け
て
い
け
ば
「
是
」
を
習
っ
た
後
も
や
は
り
「
是
」
の
誤
過
剰
は
起
き
に
く
く
な
る（

４
）。

　

で
は
、「
是
」
を
第
一
課
で
教
え
な
い
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
、「
是
」
＝
「
は
」
と
い
う
誤
解
の
回
避
だ
と
し
て
、
何
か
教
学
上

134

中
国
文
学
論
集
　
第
三
十
九
号



の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？

　

私
は
初
級
の
教
科
書
採
択
に
お
い
て
庚
本
に
出
会
い
、
２
０
０
６
年
に
実
際
に
教
室
で
使
っ
て
以
降
、
こ
の
出
現
順
を
詳
細
に
検
討

し
て
私
家
版
に
も
取
り
入
れ
た
。
四
年
間
こ
の
順
序
で
教
え
た
結
果
、
特
に
デ
メ
リ
ッ
ト
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
、
も
う

一
つ
の
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
判
断
文
で
は
な
い
動
詞
述
語
文
を
最
初
に
学
ぶ
こ
と
で
、
中
国
語
文
法
の
基
本
構
造

で
あ
る
三
つ
の
構
造
（
主
述
構
造
・
Ｖ
Ｏ
構
造
・
修
飾
構
造
）
の
う
ち
、
主
述
構
造
の
み
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る（

５
）。

　

判
断
文
の
場
合
「
是
」
は
必
ず
目
的
語
を
必
要
と
す
る
の
で
、
こ
れ
を
教
え
る
際
、
主
述
構
造
と
Ｖ
Ｏ
構
造
の
両
方
を
一
度
に
教
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
大
抵
、
打
ち
消
し
の
「
不
是
」
も
と
も
に
教
え
る
の
で
、
修
飾
構
造
も
同
時
に
教
え
る
必
要
が
あ
る
。

主
述
構
造
は
日
中
同
語
順
で
あ
る
が
、
Ｖ
Ｏ
構
造
は
日
中
で
語
順
が
逆
に
な
り
、
修
飾
構
造
は
本
来
日
中
同
語
順
な
の
に
否
定
の
マ
ー

カ
ー
の
品
詞
が
日
中
で
異
な
る
た
め
マ
ー
カ
ー
の
位
置
が
日
中
で
異
な
っ
て
し
ま
う（

６
）。

　

こ
の
た
め
、
日
本
語
と
中
国
語
は
語
順
が
違
う
、
と
い
う
印
象
が
強
く
な
っ
て
し
ま
い
、
学
習
を
円
滑
に
進
め
る
の
に
妨
げ
と
な
る
。

「
是
」
以
外
の
動
詞
述
語
文
を
最
初
に
教
え
れ
ば
、
目
的
語
を
同
時
に
教
え
る
必
要
が
な
く
な
る
た
め
、
目
的
語
を
取
ら
な
い
動
詞
述
語

文
を
提
示
し
て
日
中
同
語
順
の
主
述
構
造
の
み
を
教
え
、
両
国
語
の
語
順
の
相
似
性
を
強
く
印
象
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
「
我
去
。」
を
教
え
る
。
こ
れ
は
「
私
は
行
く
。」
と
い
う
日
本
語
と
全
く
同
語
順
で
あ
る
。
し
か
も
、「
私
」
に

相
当
す
る
名
詞
と
「
行
く
」
に
相
当
す
る
動
詞
し
か
な
い
た
め
、「
は
」
に
相
当
す
る
単
語
は
な
い
と
理
解
で
き
る
。

　

次
に
「
我
一
定
去
。」
を
教
え
る
。
連
用
修
飾
語
と
被
修
飾
語
の
位
置
関
係
が
日
本
語
と
中
国
語
と
で
は
全
く
同
じ
で
あ
る
と
理
解
で

き
る
。（
英
語
は
異
な
る
）　

こ
れ
で
、
前
述
の
三
つ
の
基
本
構
造
の
う
ち
主
述
構
造
と
修
飾
構
造
で
日
本
語
と
中
国
語
が
同
じ
に
な
る

こ
と
が
学
習
で
き
、
両
言
語
の
基
本
的
な
同
質
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　

殆
ど
の
学
生
が
こ
れ
ま
で
日
本
語
と
英
語
し
か
知
ら
な
い
。
外
国
語
と
い
え
ば
、
英
語
み
た
い
に
日
本
語
と
全
く
文
法
が
違
う
の
だ

ろ
う
、
と
思
い
込
ん
で
い
る
学
生
も
多
い
の
で
、
最
初
の
時
間
に
そ
の
思
い
込
み
を
補
強
す
る
よ
う
な
文
を
教
え
る
よ
り
、
む
し
ろ
全

く
日
本
語
と
同
じ
語
順
を
強
調
し
て
教
え
る
方
が
、
全
体
的
に
日
本
語
と
語
順
の
似
る
中
国
語
を
教
え
て
い
く
上
で
は
有
利
で
あ
る（

７
）。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
判
断
文
を
最
初
に
教
え
な
い
こ
と
は
大
い
に
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
教
授
法
だ
と
言
え
よ
う
。
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２
．
前
置
詞
句
の
後
置

　

前
節
で
は
、
英
語
に
起
因
す
る
と
見
る
向
き
も
あ
る
「
是
」
の
誤
過
剰
に
つ
い
て
、
実
は
英
語
の
影
響
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
が
、
本
節
で
は
明
ら
か
に
英
語
の
影
響
で
誤
り
が
生
じ
る
「
前
置
詞
句
の
後
置
」
の
誤
謬
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
中
国
語
の
前
置
詞
句
は
動
詞
を
前
置
修
飾
す
る
（
例
：「
我
給
他
交
這
本
書
。」）
の
が
原
則
で
、
目
的
語
が
な
い
場

合
は
前
置
詞
句
が
後
置
さ
れ
る
（
例
：「
我
交
給
他
。」）
こ
と
も
あ
る
が
、
目
的
語
が
あ
る
場
合
後
置
さ
せ
る
（
例
：
誤
「
我
交
這
本
書

給
他
。」
／ 

正
「
我
把
這
本
書
交
給
他
。」）
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
学
習
者
に
試
験
を
し
て
み
る
と
、
こ
の
誤
謬
は
結
構
多

い
。

　

こ
れ
は
前
置
詞
句
が
動
詞
に
後
置
さ
れ
る
英
語
の
語
順
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
諸
書
は
ど
う
対

応
し
て
い
る
か
、
次
に
表
２
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

多
く
の
教
科
書
で
語
順
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
十
分
配
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
一
方
で
個
別
に
語

順
を
示
さ
れ
る
の
み
で
統
一
的
な
基
準
が
な
い
と
し
た
ら
、
記
憶
の
負
担
が
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
点
、
丁
・
戊
本
の
よ
う
に
「
修

飾
」
と
い
う
機
能
で
一
般
化
す
る
と
記
憶
負
担
の
軽
減
に
役
立
つ
。
ま
た
乙
本
は
「
修
飾
」
と
い
う
用
語
を
持
ち
出
さ
な
い
か
わ
り
に
、

構
文
モ
デ
ル
を
一
般
化
し
て
前
置
詞
句
を
連
動
文
第
一
動
詞
や
副
詞
・
助
動
詞
と
同
列
に
論
じ
て
お
り
、
暗
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

構
文
を
一
つ
に
絞
る
と
い
う
工
夫
が
見
ら
れ
る
。

　

私
家
版
で
は
前
置
詞
句
を
主
に
連
用
修
飾
語
と
な
る
と
説
明
し
、
修
飾
構
造
は
日
中
同
語
順
の
た
め
前
置
詞
句
も
そ
う
で
あ
る
、
と

教
え
て
い
る
。
日
文
中
訳
・
中
文
日
訳
と
も
に
た
だ
単
語
を
置
き
換
え
る
の
み
で
翻
訳
作
業
が
済
む
の
で
、「
外
国
語
と
い
う
も
の
は
語

順
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
学
生
に
と
っ
て
は
、
簡
単
す
ぎ
て
拍
子
抜
け
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

前
置
詞
を
教
え
る
際
に
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
英
語
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、「
英
語
と
違
う
語
順
」
と
い
う
提
示

の
仕
方
も
、
安
易
に
や
る
と
危
険
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
違
う
」
と
言
っ
て
も
意
識
す
る
以
上
影
響
が
出
か
ね
な
い
か
ら
で
、

逆
に
英
語
を
意
識
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
な
く
、
提
示
す
る
意
味
が
な
い
。（
前
置
詞
句
に
限
ら
ず
中
国
語
の
文
法
事
項
全
般
に
わ
た
っ
て
、

英
語
を
意
識
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。）
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３
．「
嗎
」
と
「
か
」

　

本
節
及
び
次
節
で
は
、
日
本
語
に
起
因
す
る
誤
謬
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
日
本
語
母
語
話
者
に
と
っ
て
日
本
語
起
因
の
誤

謬
は
避
け
難
い
。
ど
う
回
避
す
べ
き
か
。
ま
ず
本
節
で
は
中
国
語
の
文
末
語
気
助
詞
「
嗎
」
に
関
す
る
誤
謬
を
取
り
上
げ
る
。

　

中
国
語
の
文
末
語
気
助
詞
「
嗎
」
は
諾
否
疑
問
の
語
気
を
表
わ
す
。
従
っ
て
、「
他
去
。
／
他
不
去
。」
に
対
し
て
「
他
去
嗎
？
」
と

使
う
。
こ
の
使
い
方
は
難
し
く
な
く
、
特
に
誤
謬
は
出
現
し
な
い
。
問
題
は
、「
他
去
。
／
她
去
。」
に
対
し
て
「
誰
去
嗎
？
」
と
し
て

し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
あ
り
が
ち
な
誤
謬
で
あ
り
、
原
因
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
日
本
語
で
は
、「
彼
は
行
く
。
／
彼
は
行
か
な
い
。」
に
対
し
て

「
彼
は
行
く
か
？
」
と
問
い
、「
彼
が
行
く
。
／
彼
女
が
行
く
。」
に
対
し
て
「
誰
が
行
く
か
？
」
と
問
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国

語
の
文
末
語
気
助
詞
「
嗎
」
が
諾
否
疑
問
文
専
用
の
助
詞
で
あ
り
、
従
っ
て
疑
問
詞
疑
問
文
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
に
対
し
て
、

日
本
語
の
終
助
詞
「
か
」
は
汎
く
疑
問
の
語
気
を
表
わ
す
た
め
、
諾
否
疑
問
文
・
疑
問
詞
疑
問
文
い
ず
れ
に
も
使
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
誤
謬
の
最
も
困
る
点
は
、「
誰
去
嗎
？
」
が
非
文
と
は
な
ら
ず
、
違
う
意
味
の
文
と
し
て
成
立
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中

国
語
と
し
て
は
「
嗎
」
が
あ
る
以
上
当
然
文
全
体
の
語
気
は
諾
否
疑
問
と
な
る
。
日
本
人
の
感
覚
と
し
て
は
、
こ
の
「
嗎
」
の
諾
否
疑

問
文
の
語
気
と
、「
誰
」
の
疑
問
詞
疑
問
文
の
語
気
と
が
反
撥
し
合
う
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
中
国
語
の
「
誰
」
に
は
「
疑
問
」
の

他
に
「
不
定
」
の
意
味
も
あ
る
た
め
、
諾
否
疑
問
文
と
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
中
国
語
学
習
に
お
い
て
は
通
常
こ
れ
を

疑
問
詞
と
し
て
の
み
学
習
し
、
不
定
の
意
味
を
知
ら
な
い
学
習
者
も
多
い
。
こ
れ
も
ま
た
日
中
間
の
差
異
に
よ
る
陥
穽
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
諸
書
の
対
応
を
見
て
み
よ
う
。
表
３
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

見
て
の
通
り
、
乙
本
以
外
「
諾
否
疑
問
文
」
と
い
う
用
語
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
疑
問
文
に
は
主
な
も
の
が
二
種
類
あ

り
、
問
い
方
・
答
え
方
か
ら
疑
問
詞
疑
問
文
と
諾
否
疑
問
文
と
を
明
確
に
区
別
で
き
な
い
と
い
け
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

（
中
学
英
語
で
も
そ
の
よ
う
に
教
え
る
）
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
は
っ
き
り
教
え
な
い
の
は
手
抜
か
り
で
あ
る
。
ま
し
て
「
嗎
」

を
「
か
」
と
単
純
に
結
び
付
け
て
提
示
す
る
の
は
誤
解
を
生
じ
か
ね
ず
、
問
題
で
あ
る
。
諾
否
疑
問
文
の
何
た
る
か
を
、
術
語
の
提
示

と
と
も
に
詳
説
す
る
の
が
堅
実
で
か
つ
誤
謬
を
減
ら
す
方
法
で
あ
る
。

137

中
国
語
初
級
教
育
に
お
け
る
四
つ
の
ア
イ
デ
ア



　

そ
の
た
め
に
も
、
教
え
る
順
も
疑
問
詞
疑
問
文
↓
諾
否
疑
問
文
の
方
が
望
ま
し
い
。
諾
否
疑
問
文
を
先
に
教
え
る
と
、
疑
問
詞
疑
問

文
を
知
ら
な
い
状
態
で
「
嗎
」
に
触
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
嗎
」
＝
「
か
」
と
誤
認
す
る
危
険
性
が
増
す
。
疑
問
詞
を
先
に
教
え
る
こ
と

で
、「
嗎
」
の
な
い
疑
問
文
の
存
在
を
知
っ
た
上
で
「
嗎
」
に
触
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
そ
う
し
た
危
険
性
は
、
な
く
な
り
は
し
な
い

が
確
実
に
減
る
。

　

ま
た
、
疑
問
詞
疑
問
文
を
先
に
教
え
る
メ
リ
ッ
ト
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
答
え
に
「
不
」
を
用
い
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
不
」
は
重
要
な
基
礎
語
彙
だ
が
、
扱
い
が
難
し
く
、
教
え
方
に
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
で
き
れ
ば
一
般
的
な
副
詞
を
教

え
た
後
に
触
れ
た
い
。
し
か
る
に
、
諾
否
疑
問
文
を
教
え
る
に
は
、
否
定
の
応
答
の
中
に
ど
う
し
て
も
「
不
」
が
必
要
と
な
る
。
疑
問

詞
疑
問
文
は
こ
の
必
要
が
な
い
の
で
、
早
い
段
階
で
教
え
る
こ
と
が
で
き
、
都
合
が
よ
い
の
で
あ
る（

８
）。

４
．「
了
」
と
「
た
」

　

前
節
に
引
き
続
き
、
日
本
語
に
起
因
す
る
誤
謬
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
節
で
は
中
国
語
の
ア
ス
ペ
ク
ト
助
詞
「
了
」
に

関
す
る
誤
謬
を
取
り
上
げ
る
。

　
「
我
去
。」
に
対
す
る
日
本
語
は
「
私
は
行
く
。」
で
あ
り
、「
我
去
了
。」
に
対
す
る
日
本
語
は
「
私
は
行
っ
た
。」
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
学
習
者
は
容
易
に
「
了
」
＝
「
た
」
と
認
識
し
て
し
ま
う
。「「
了
」
↓
「
た
」」
は
基
本
的
に
真
で
あ
る
。
だ
が
、「「
た
」
↓

「
了
」」
は
常
に
は
真
で
は
な
い
。
従
っ
て
、「
了
」
＝
「
た
」
と
認
識
し
て
し
ま
う
と
困
っ
た
誤
謬
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
「
＊
我
昨
天

在
了
他
家
裏
。」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
原
因
は
複
雑
で
あ
り
、
そ
れ
故
回
避
も
困
難
で
あ
る
。
諸
書
は
ど
う
対
応
し
て

い
る
か
、
表
４
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

こ
の
問
題
の
わ
か
り
に
く
さ
の
原
因
は
、
日
本
人
が
日
頃
「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
し
て
の
「
完
了
」
と
「
時
制
」
と
し
て
の
「
過
去
」

と
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
古
語
に
お
い
て
は
過
去
の
助
動
詞
「
き
・
け
り
」
と
完
了
の
助
動
詞
「
つ
・
ぬ
・
た
り
・
り
」

が
別
個
に
存
在
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
十
分
に
区
別
し
て
使
用
し
て
い
た
と
は
言
え
ず
、
た
め
に
現
代
語
で
は
完
了
の
助
動
詞

「
た
」（「
た
り
」
の
語
形
が
変
化
し
た
も
の
）
の
み
に
合
流
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
現
代
日
本
語
で
は
、
完
了
し
て
い
な
い
過
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去
の
事
象
を
も
完
了
の
助
動
詞
「
た
」
を
流
用
し
て
記
述
し
て
お
り
、
完
了
と
過
去
と
を
整
然
と
区
別
す
る
よ
す
が
は
ど
こ
に
も
な
い

の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
完
了
の
「
了
」
の
使
い
方
を
会
得
さ
せ
る
た
め
に
、
完
了
と
過
去
の
概
念
を
ま
ず
理
解
さ
せ
る
工
夫
が
必
要
な
の
で
あ
る

が
、
検
討
し
た
教
科
書
で
は
そ
の
工
夫
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
教
科
書
以
外
の
文
法
書
で
は
ど
う
対
処
し
て
い
る
の
か
、
表
４
補
足

を
参
照
い
た
だ
き
た
い（

９
）。

　

子
本
が
日
本
語
と
の
対
比
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
原
本
は
中
国
語
で
中
国
人
の
た
め
に
書
か
れ
て
お
り
、
特
に
日
本
語
と
の
対
比

を
考
慮
す
る
必
要
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
丑
・
寅
本
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
日
本
人
向
け
の
一
般
書
で
あ
る
の
で
、
日
本
語

と
の
対
比
に
も
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
概
念
も
か
な
り
詳
し
く
説
明
し
て
あ
り
、
中
国
語
教
師
が
学
習
す
る
の
に
便
利

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
成
果
が
現
行
の
教
科
書
に
余
り
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
か
。
恐
ら
く
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
概
念

が
や
や
難
し
い
た
め
に
、
初
学
者
に
教
え
る
の
を
た
め
ら
っ
た
結
果
と
思
わ
れ
る
が
、
概
念
が
難
し
い
か
ら
こ
そ
、
丁
寧
に
教
え
な
い

と
学
習
者
は
間
違
う
の
で
あ
り
、
説
明
を
回
避
す
べ
き
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
初
級
中
国
語
教
科
書
の
文
法
教
育
に
は
、

・
中
国
語
・
日
本
語
・
英
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
法
に
つ
い
て
十
分
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い

　

（
も
っ
と
言
う
と
、
十
分
に
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
、
英
語
は
必
要
以
上
に
言
及
さ
れ
、
日
本
語
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。）

・
必
ず
し
も
日
本
人
に
最
適
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

・
難
し
い
概
念
を
避
け
よ
う
と
す
る

と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
概
念
が
難
し
い
か
ら
と
い
っ
て
説
明
を
避
け
て
い
た
の
で
は
理
解
の
し
よ
う
が
な
い
。
ま
た
、
説
明

に
あ
た
っ
て
は
日
本
人
に
教
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
教
え
方
へ
の
配
慮
が
必
要
で
、
無
用
に
英
語
に
と
ら
わ
れ
た
説
明
を
す
べ
き
で
は

な
い
。
そ
れ
ら
の
点
に
注
意
し
て
こ
そ
、
中
国
語
文
法
へ
の
正
し
い
理
解
が
得
ら
れ
、
実
用
的
技
術
が
備
わ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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注

（
１
）  
本
論
文
は
二
〇
一
〇
年
五
月
十
六
日
熊
本
学
園
大
学
で
開
か
れ
た
九
州
中
国
学
会
大
会
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
成
文
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
会
場
の
内
外
で
質
問
・
指
摘
を
多
数
頂
き
大
い
に
勉
強
に
な
っ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。

（
２
）  

日
本
語
は
名
詞
の
格
を
示
す
の
に
格
助
詞
等
を
使
う
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
体
に
し
み
つ
い
て
い
る
こ
と
も
誤
謬
を
誘
う
よ
う
に
思

う
。

 
 

日
本
語
で
は
全
て
の
格
に
お
い
て
助
詞
を
必
要
と
す
る
。
一
方
で
英
語
や
中
国
語
に
お
い
て
も
、
や
は
り
殆
ど
の
格
を
前
置
詞
等
の

「
付
属
語
」
で
示
す
。
英
語
・
中
国
語
で
「
付
属
語
」
を
伴
わ
な
い
の
が
主
格
・
目
的
格
の
名
詞
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
目
的
語
は
動
詞
と

の
位
置
が
日
本
語
の
場
合
と
異
な
る
た
め
、「
付
属
語
」
が
伴
わ
な
い
、
と
い
う
違
い
は
意
識
さ
れ
に
く
い
。
ひ
と
り
主
語
の
み
（
主
題
の

副
助
詞
「
は
」
と
主
格
助
詞
「
が
」）
が
、
日
中
英
全
て
で
文
頭
の
共
通
位
置
に
来
て
か
つ
英
語
・
中
国
語
に
は
「
付
属
語
」
が
な
い
の
で

あ
る
。
日
本
人
と
し
て
は
「
は
」
や
「
が
」
に
相
当
す
る
「
付
属
語
」
を
付
け
た
く
な
る
の
も
道
理
で
あ
ろ
う
。

（
３
）  

前
稿
と
同
じ
く
八
種
の
教
科
書
を
比
較
材
料
と
し
て
使
用
し
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
甲
〜
辛
の
代
号
で
例
示
す
る
。

 
 

甲　

朝
日
出
版
社 

『
ド
リ
ル
付　

着
実
に
学
ぶ
中
国
語　

入
門
篇
』 

讃
井
唯
允　

朱
継
征 

二
〇
〇
三
年

 
 

乙　

朝
日
出
版
社 

『
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー　

構
造
か
ら
学
ぶ
入
門
中
国
語
』 

阪
口
直
樹　

小
池
一
郎　

名
和
又
介　

楠
原
俊
代

 
 

 
 

沈
力　

銭
鴎　

榎
本
泰
子 

二
〇
〇
二
年

 
 

丙　

好
文
出
版 

『
文
法
を
と
お
し
て
学
ぶ
中
国
語　

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
』 

依
藤
醇　

石
田
友
美　

桑
野
弘
美　

島
田
亜
実

 
 

 
 

森
山
美
紀
子 

二
〇
〇
六
年

 
 

丁　

三
修
社 

『
新
中
国
一
星
期　

中
国
語
初
級
テ
キ
ス
ト
』 

羅
奇
祥 

二
〇
〇
一
年

 
 

戊　

中
国
書
店 

『
実
力
中
国
語
』 

岩
佐
昌
暲　

荀
春
生　

日
下
翠　

西
山
猛 

二
〇
〇
〇
年

 
 

己　

白
水
社 

『
１
冊
め
の
中
国
語　

講
読
ク
ラ
ス
』 
劉
穎　

喜
多
山
幸
子　

松
田
か
の
子 

二
〇
〇
八
年

 
 

庚　

白
帝
社 

『
現
代
中
国
語
入
門
』 
彭
国
躍　

松
村
文
芳　

徐
峰　

加
藤
宏
紀 

二
〇
〇
五
年

 
 

辛　

朝
日
出
版
社 

『
お
さ
ら
い
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版　

ぼ
く
の
せ
ん
せ
い　

問
答
有
用　

対
話
で
学
ぶ
中
国
語
』

140

中
国
文
学
論
集
　
第
三
十
九
号



 
 

 
 

相
原
茂　

郭
雲
輝 

二
〇
〇
九
年

 
 

筆
者
は
こ
の
う
ち
、
甲
〜
庚
本
の
七
種
を
教
室
で
実
際
に
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
辛
本
に
つ
い
て
は
使
っ
た
経
験
が
な
い
が
、「
中
国
語

の
音
節
構
造
の
指
導
法
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
所
謂
「
ア
ク
ハ
シ
」
法
に
言
及
す
る
必
要
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
引
き
続
き

本
稿
で
も
検
討
対
象
と
す
る
。

 
 

こ
の
他
に
、
随
時
私
家
版
教
科
書
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は 

“http://hom
epage3.nifty.com

/lisai/cn/

index.htm
” で
目
次
を
公
開
し
て
い
る
の
で
参
照
し
て
ほ
し
い
。

 
 

私
家
版 
『
２
０
０
９
年
度　

初
級
中
国
語　

教
科
書
』 

野
田
雄
史 

二
〇
〇
九
年

 
 

な
お
、
こ
の
私
家
版
に
つ
い
て
は
、
改
良
を
加
え
た
も
の
を
市
販
し
て
い
る
。（
野
田
雄
史
『
初
級
中
国
語
』
筑
豊
日
中
文
化
企
画 

二
〇
一
〇
年　

ISB
N978-4-9905068-0-3

）
合
わ
せ
て
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
４
）  

先
の
九
州
中
国
学
会
に
お
い
て
、「
丙
本
で
教
授
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
断
文
を
教
え
て
以
降
は
是
の
誤
過
剰
が
起
き
た
」
と
い
う

教
学
例
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
丙
本
で
は
他
動
詞
が
判
断
文
の
後
に
来
て
い
る
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
判
断
文
を
教
え
る
際

に
特
別
の
配
慮
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。（
た
と
え
ば
、
せ
っ
か
く
形
容
詞
述
語
文
を
先
に
教
え
て
も
判
断
文
で
「
是
＝be

」
と
教

え
て
し
ま
う
と
元
の
黙
阿
弥
で
あ
る
。）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
も
継
続
的
に
検
討
し
た
い
。
ま
た
他
に
教
学
例
が
あ
れ
ば
ご
教
示
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
５
）  

な
お
、『
文
法
講
義
―
朱
徳
煕
教
授
の
中
国
語
文
法
要
説
―
』（
朱
徳
煕
著　

杉
村
博
文
・
木
村
英
樹
訳　

白
帝
社　

一
九
九
五
年
）

に
よ
れ
ば
、
中
国
語
の
文
の
構
造
は
「
偏
正
構
造
・
動
目
構
造
・
動
補
構
造
・
主
述
構
造
・
連
合
構
造
・
述
連
構
造
」（
同
書
九
頁
〜
一
五

頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。（
以
降
の
個
別
解
説
で
あ
る
章
立
て
の
順
は
こ
れ
と
こ
と
な
り
、「
主
述
構
造
・
動
目
構
造
・
動
補
構
造
・

偏
正
構
造
・
連
合
構
造
・
述
連
構
造
」
で
あ
る
。）
こ
れ
ら
六
つ
の
構
造
の
う
ち
、「
連
合
構
造
」
は
並
列
や
等
位
接
続
等
を
、「
述
連
構

造
」
は
連
動
文
等
を
指
し
、
い
ず
れ
も
同
等
の
構
造
が
並
列
に
列
挙
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
他
の
構
造
と
は
趣
を
異
に
す
る
。

 
 

ま
た
、「
動
補
構
造
」
は
動
詞
と
補
語
（
結
果
補
語
・
方
向
補
語
等
）
と
の
結
合
を
分
類
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

１
．
補
語
を
取
る
の
は
動
詞
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
形
容
詞
や
名
詞
の
補
語
に
つ
い
て
も
統
一
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

２
．
補
語
は
そ
れ
ら
動
詞
・
形
容
詞
・
名
詞
の
補
足
説
明
を
す
る
役
割
を
持
つ
が
、
そ
の
役
割
は
前
置
修
飾
の
修
飾
語
に
類
似
し
、
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補
語
＝
後
置
修
飾
成
分
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

 

の
理
由
か
ら
、「
偏
正
構
造
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
語
順
は
正
反
対
だ
が
）
と
整
理
す
べ
き
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

 
 

こ
の
整
理
を
経
て
、
か
つ
日
本
語
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
用
語
を
選
ん
だ
の
が
、
こ
こ
で
言
う
「
主
述
構
造
」「
Ｖ
Ｏ
構
造
」「
修
飾
構

造
」
で
あ
る
。（
そ
れ
ぞ
れ
同
書
に
言
う
「
主
述
構
造
」「
動
目
構
造
」「
偏
正
構
造
」
に
当
た
る
。）

（
６
）  

相
原
茂
・
石
田
知
子
・
戸
沼
市
子
『
Ｗ
ｈ
ｙ
？
に
こ
た
え
る
は
じ
め
て
の
中
国
語
の
文
法
書
』（
同
学
社　

一
九
九
六
年
）
で
は
「
否
定

の
言
葉
も
日
本
語
は
動
詞
の
後
だ
け
ど
，
中
国
語
は
英
語
の
よ
う
に
動
詞
の
前
」（
同
書
一
八
六
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
、
中
国
語
は
英
語
と
語

順
が
同
じ
で
、
否
定
文
も
同
様
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
例
示
が
な
い
た
め
ど
ん
な
英
文
の
ど
ん
な
構
造
に
基
づ
い
て

そ
う
判
断
し
て
い
る
の
か
不
明
。
恐
ら
く
「go

」
の
否
定
が
「don

’t go

」
と
な
る
類
の
こ
と
を
言
い
た
い
と
思
わ
れ
る
が
、「don

’t」
は

助
動
詞
だ
か
ら
動
詞
の
前
に
来
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
分
析
す
る
と
助
動
詞
「do

」
を
否
定
の
マ
ー
カ
ー
「not

」（
副
詞
）
が
後
ろ
か
ら

修
飾
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、「don

’t」
は
「do not

」
の
縮
約
形
で
あ
る
。）be

動
詞
で
考
え
る
と
わ
か

り
や
す
い
が
、「is

」
を
否
定
す
る
場
合
、「is not

」
の
よ
う
に
動
詞
の
後
に
否
定
の
マ
ー
カ
ー
「not

」（
副
詞
）
が
来
て
お
り
、
中
国
語

の
否
定
の
マ
ー
カ
ー
の
出
現
箇
所
と
は
逆
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ー
カ
ー
の
位
置
だ
け
を
問
題
に
す
る
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
英
語
と
日
本
語

は
同
じ
位
置
だ
と
言
え
る
が
、
こ
の
言
い
方
が
意
味
を
持
た
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

（
７
）  

ま
し
て
「
中
国
語
は
日
本
語
と
語
順
が
違
う
の
で
注
意
す
る
よ
う
に
」
の
よ
う
な
教
え
方
は
、
動
詞
と
目
的
語
の
位
置
関
係
の
相
違
を

過
大
評
価
し
過
ぎ
た
ミ
ス
リ
ー
ド
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
の
補
足
と
し
て
、
以
下
に
中
国
語
と
日
本
語
と
英
語
の
基
本
的
語
順
を
対

照
す
る
目
的
の
例
文
を
掲
げ
た
。
語
順
理
解
を
第
一
の
目
的
と
し
た
た
め
、
中
国
語
に
お
い
て
や
や
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
っ
て
は
い
る
が
、

一
見
し
て
中
国
語
と
日
本
語
が
酷
似
し
、
英
語
は
全
く
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
う
。

 

﹇
例
文
﹈

 

（
日
本
語
）

 

一
九
九
七
年
三
月
三
日
朝
、
私
は
大
学
の
ク
ラ
ブ
の
友
達
と
ゆ
っ
く
り
と
大
学
北
門
か
ら
大
学
の
近
く
の
バ
ス
停
ま
で
歩
い
た
。

 

（
中
国
語
）

 

一
九
九
七
年
三
月
三
號
早
上
，
我
跟
大
學
倶
樂
部
的
朋
友
慢
慢
地
從
大
學
北
門
到
大
學
附
近
的
車
站
歩
行
。
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（
英
語
）

 
I w

alked slow
ly from

 the north gate of the university, to the bus stop near the university, w
ith a friend of the club of the university 

on the m
orning of the 3rd of M

arch, 1997.

（
８
）  
私
家
版
で
は
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

 

疑
問
詞
疑
問
文
↓
一
般
の
副
詞
↓
「
不
」
↓
諾
否
疑
問
文

 

と
い
う
順
で
言
及
し
て
い
る
。

（
９
）  

文
法
書
と
し
て
本
稿
中
に
既
に
言
及
し
た
二
種
に
加
え
て
、
一
般
向
け
の
文
法
書
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い
る
も
う
一
種
（
後
掲
）
を

検
討
対
象
と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
子
・
丑
・
寅
の
代
号
で
示
す
。
書
誌
デ
ー
タ
は
次
の
通
り
。

 
 

子　

白
帝
社　
　
『
文
法
講
義
―
朱
徳
煕
教
授
の
中
国
語
文
法
要
説
―
』　

朱
徳
煕
著
／
杉
村
博
文
・
木
村
英
樹
訳 

一
九
九
五
年

 
 

丑　

東
方
書
店　
『
や
さ
し
く
く
わ
し
い
中
国
語
文
法
の
基
礎
』　　
　
　
　
　

守
屋
宏
則 

一
九
九
五
年

 
 

寅　

同
学
社　
　
『
Ｗ
ｈ
ｙ
？
に
こ
た
え
る
は
じ
め
て
の
中
国
語
の
文
法
書
』　

相
原
茂　

石
田
知
子　

戸
沼
市
子 

一
九
九
六
年

143

中
国
語
初
級
教
育
に
お
け
る
四
つ
の
ア
イ
デ
ア



表１ 判断文（*1） 形容詞（*4） 出現順（*6）

甲 ×（*2）  （*5） 動・（判）・形
乙 × × 判・形・動
丙 × × 動Ａ・形・判・動Ｂ（*7）

丁 （*3） × 判・動・形（同一課）
戊 × × 判・形・動
己 × （*5） 判・形・動
庚 × × 動・形・判
辛 × × 判・動・形

＊１：判断文を教える際の「是」についての注意喚起
＊２：判断文としての学習項目そのものがない
＊３：“「是」は「…である」”と説明する
＊４：形容詞述語文を教える際の「是」についての注意喚起
＊５：“「是」を使わない”と説明する
＊６：判断文・動詞述語文・形容詞述語文の出現順
＊７：「動Ａ」は目的語を伴わない動詞述語文
　　　「動Ｂ」は目的語を伴う動詞述語文

表２  前置詞と訳語  位置付け（*1） 語順についての言及
甲 訳語あり × 英語と語順が違う
乙 訳語なし （*2） （*3）

丙 訳語あり × 介詞句は動詞の前
丁 訳語あり ○ 動詞や形容詞の前
戊 訳語なし ○ 動詞や形容詞の前
己 訳語のみ × ×
庚 訳語なし × 中国語では述語の前
辛 訳語のみ × ×

＊１：前置詞句を連用修飾語と説明するか
＊２：言葉による説明はないがモデルにより機能を暗示する
＊３：構文をモデル化して連動文等と同じパターンとする

表３ 出現順 嗎の説明 疑問詞疑問文での言及 不定用法への言及
甲 疑問→諾否 疑問の語気 嗎は使わない ×
乙 一括 諾否疑問文 × ×
丙 諾否→疑問 「か」 × ×
丁 諾否→疑問 疑問を表す × ×
戊 諾否→疑問 疑問を表す 嗎を用いる必要はない ×
己 諾否→疑問 「か」 嗎をつけない ×
庚 疑問→諾否 「か」 × ○（*1）

辛 諾否→疑問 「か」 × ×
＊１：疑問詞の連用を例示
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表４ 「た」の提示（*1）「了」の機能 「過去」（*2） 他の「過去」（*3）

甲 × 既発已然 ○ ○
乙 × 完了発生 × ×
丙 ○ 完成実現 × ×
丁 × 完了 × ×
戊 × 完了 × ×
己 ○ 完了 × ×
庚 × 完了 × ×
辛 × 完了 × ×

＊１：「了」の訳語として直接「た」を提示するか
＊２：「了」を「過去」ではないと説明するか
＊３：「了」を使わない「過去」を例示するか

表４補足　文法書での「了」の説明

子 「了」と印欧語の過去時制との違いに言及。アスペクトへの言及
はないし、印欧語の完了表現への言及もない。

丑
アスペクトの項目を立て、その概念を詳しく説明している。ま
た、日本語では「た」を使うが中国語で「了」を使ってはいけ
ない例もページを割いて詳しく説明している。

寅

アスペクトの項目を立て、その概念を図解して説明している。
また、時制と相関しないことについても簡単に触れているが、
日本語の「た」を「過去」と誤解しているように見受けられ、日
本語との対応も十分には説明していない。
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