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ぼ
く
は
、
ア
イ
ヌ
語
に
つ

い
て
調
べ
て
み
た
。 

ま
ず
、
ア
イ
ヌ
語
の
文
法

に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
左

に
あ
る
図
１
を
見
て
み
る

と
、
日
本
語
の
語
順
に
と
て

も
似
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
多
少
の
例
外
が
あ
る
そ

う
だ
が
、
基
本
的
に
は
こ
の

よ
う
な
語
順
を
使
う
そ
う

だ
。
文
法
が
日
本
語
と
非
常

に
似
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て 

アイヌ語の秘密 

て
、
ぼ
く
は
意
外
に
お
も
っ

た
。
何
故
な
ら
、
英
語
は
、

日
本
語
の
語
順
と
は
異
な

り
、I sp

eak
 Jap

an
ese 

と

い
う
文
で
は
、
「
主
語
」
「
動

詞
」「
目
的
語
」
の
順
番
で
来

て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
私
は

喋
れ
ま
す
。
日
本
語
を
」
の

よ
う
に
日
本
語
が
変
に
感

じ
て
し
ま
う
。
で
も
、
ア
イ

ヌ
語
は
日
本
語
の
語
順
と

瓜
二
つ
の
た
め
、
そ
の
ま
ま

単
語
ず
つ
読
ん
で
も
違
和

感
が
な
い
。 

ま
た
、
語
順
が
日
本
語
に

似
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
英

語
と
は
違
っ
て
覚
え
や
す

い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ

る
。
英
語
は
、
基
本
的
に
は

言
葉
を
覚
え
な
が
ら
文
法

や
単
語
の
順
番
を
勉
強
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
ア
イ
ヌ
語
で
あ
れ
ば
、

言
葉
を
覚
え
る
だ
け
で
基

本
的
な
会
話
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
た
め
、
日
本
人
で

も
覚
え
や
す
い
言
語
の
ひ

と 

 

図１↑  アイヌ語の文法。日本語に似ている。 

と
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
語
順
の
言
語
は
、

ア
イ
ヌ
語
以
外
に
も
た
く

さ
ん
存
在
し
て
い
る
が
、
ア

イ
ヌ
語
は
私
た
ち
が
住
む

北
海
道
の
先
住
民
族
が
使

っ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
ア
イ
ヌ
語
と
い
う

一
つ
の
文
化
を
忘
れ
ず
に

大
切
に
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ

か
。
ア
イ
ヌ
語
の
文
法
で
日

本
語
に
似
て
い
る
個
所
を

一
つ
挙
げ
た
が
、
逆
に
日
本

語
と
異
な
る
部
分
は
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
右
下
の
図
２

を
見
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は
、

日
本
語
で
「
歩
く
」
を
意
味

す
る
「
ア
ㇷ゚
カ
ㇱ
」
を
使
っ

た
例
文
だ
。
見
て
み
る
と
、

ど
の
文
に
も
「
私
」
や
「
君
」

な
ど
の
「
誰
が
」
が
つ
い
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ

が
ア
イ
ヌ
語
の
文
法
で
日

本
語
と
異
な
る
部
分
の
一

つ
、
人
称
の
区
別
が
必
ず
表

示
さ
れ
て
い
る
所
だ
。
人
称

の
区
別
と
は
、
あ
る
動
作
が

話
し
手
や
聞
き
手
な
ど
の

う
ち
、
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
の
か
を
定
義
し
た
も
の

だ
。
こ
れ
は
英
語
で
も
必
ず

表
示
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語

と
大
き
く
異
な
る
部
分
の

ひ 

               

ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
ア

イ
ヌ
語
は
「
～
で
」「
～
に
」

な
ど
の
意
味
を
あ
ら
わ
す

も
の
が
名
詞
の
後
ろ
で
は

な
く
、
前
に
来
る
こ
と
も
あ

る
そ
う
だ
。
例
え
ば
、
先
ほ

ど
の
ア
ㇷ゚
カ
ㇱ
「
歩
く
」
の

前
に
、
コ
「
～
に
」
を
添
え

て
例
文
を
作
る
と
、
「
お
じ

い
さ
ん
の
所
へ
私
が
歩
い

て
い
く
」
を
「
エ
カ
シ 

ク

コ
ア
ㇷ゚
カ
ㇱ
」(

お
じ
い
さ
ん 

私
が
・
～
の
と
こ
ろ
へ
歩
い

て
い
く)

の
よ
う
に
表
す
こ

と
も
で
き
る
そ
う
だ
。 

最
後
に
、
ア
イ
ヌ
語
で
の

禁
止
・
拒
否
を
表
す
言
葉
に

つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
ど
う

や
ら
、
禁
止
や
拒
否
を
表
す

言
葉 図２↓ 「アㇷ゚カㇱ」に「ク」などが付いている。 

言
葉 (

「
～
し
な
い
」
や
「
～

す
る
な
」
な
ど)

は
、
日
本
語

と
は
違
い
動
詞
の
前
に
置

か
れ
る
そ
う
だ
。
例
文
と
し

て
は
、
「
ソ
モ 

ク
ア
ㇷ゚
カ

ㇱ
」(

～
し
な
い 

私
が
歩

く)

で
「
私
は
歩
か
な
い
」
と

い
う
文
が
で
き
る
。 

ま
た
、
「
イ
テ
ッ
ケ 

ア

ㇷ゚
カ
ㇱ
」(

～
す
る
な 

歩

く)

で
「
歩
く
な
」
な
ど
の
文

も
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
他

に
も
ア
イ
ヌ
語
の
特
徴
は

沢
山
あ
る
が
、
ま
だ
分
か
っ

て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
ア

イ
ヌ
語
の
解
明
に
は
、
時
間

が
必
要
だ
。 

調
べ
て
み
た
感
想 

アイヌ語について調べてみて、日本

語に似た部分、そうではない部分に

ついてよくわかりました。日常で使

ってみたいけれど、まだ難しいと思

います。 
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